
『大
経
』
の
悲
化
段
に
つ
い
て

松 

原 

祐 

善

一
 

清
沢
満
之(

一
八
六
三
——

一
九
〇
三)

の
最
後
の
書
簡
に

「(

上
略)

原
稿
は
三
十
日
の
夜
出
し
て
お
き
ま
し
た
か
ら' 

御
入
手
に
な
り
た
こ
と
ゝ
存
じ
ま
す
。
別
に
感
ず
べ
き
点
も
な
い
と
思 

ひ
ま
し
た
が
、
自
分
の
実
感
の
極
致
を
申
し
ま
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
前
号
の
俗
諦
義
に
対
し
て
真
諦
義
を
述
べ
た
積
り
で
あ
り
ま
す
。
 

然
る
に
こ
の
俗
諦
義
に
つ
い
て
は' 

多
少
学
究
的
根
拠
を
押
へ
た
積
り
で
あ
り
ま
す
。

詳
細
は
御
面
晤
の
節
に
譲
り
ま
す
が
、

大
体 

は'

通
常
三
毒
段
と
申
す
所
に
あ
る
「
宜
各
勤
精
進
努
力
自
求
之
云
々
」

と
、

「
努
力
勤
修
善
精
進
願
度
世
云
々
」

の
二
文
を
眼
目
と 

見
ま
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
(

そ
こ
で
あ
そ
こ
は
三
毒
段
と
名
づ
く
る
の
は
如
何
と
存
じ
ま
す
。
三
毒
段
と
す
れ
ば
貪
瞋
の
二
つ
の
前 

後
に
今
の
二
文
が
あ
っ
て
、
其
の
後
に
愚
痴
の
段
が
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
小
生
は
、
あ
の
三
毒
段
・
五
悪
段
を
合
し
て
善
悪
段
と 

し
、
其
の
内
を
所
謂
三
毒
段
を
総
説
段
と
し
、

所
謂
五
悪
段
を
別
説
段
と
し
て
科
す
る
が
宜
敷
か
と
思
ひ
ま
す
。)

尚
ほ
こ
ん
な
事
ー 

二
点
研
究
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
か
ら
、
東
方
聖
書
の
英
文
大
経
、
佐
々
木
君
が
御
あ
き
で
あ
れ
ば
拝
借
し
た
く
あ
り
ま
す
か
ら' 

宜
敷 

御
願
下
さ
れ
て
、
御
都
合
出
来
れ
ば
御
入
来
の
節
御
貸
附
を
願
ひ
ま
す
。
(

下
略)

」(
清
沢
満
之
全
集
第
八
巻
一
六
九
頁) 

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
満
之
の
死
は
明
治
三
十
六
年(

一
九
〇
三)

六
月
六
日
で
あ
り
、
こ
の
書
簡
は
そ
の
五
日
前
の
六
月
一
日
の
日
附
で
、
 

当

時

『
精
神
界
』
の
編
集
者
で
あ
っ
た
暁
鳥
敏
氏
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
は
じ
め
に
原
稿
と
あ
る
の
は
満
之
の
絶
筆
と
な
っ
た
有
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名

な

「
我
が
信
念
」
の
原
稿
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
書
簡
は
「
我
が
信
念
」
の
原
稿
に
附
せ
ら
れ
た
添
え
状
で
あ
る
と
も
い
う
こ
と
が 

で
き
る
。

「
我
が
信
念
」
の
原
稿
は
五
月
三
十
日
に
脱
稿
し
そ
の
夜
投
函
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
我
が
信
念
」
は
自
分
の
実 

感
の
極
致
を
表
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
前
号
の
俗
諦
義
に
対
し
て
は
、
真
諦
義
の
信
仰
の
告
白
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い 

る
。
そ
の
前
号
の
俗
諦
義
と
あ
る
の
は 

「
俗
諦
と
普
通
道
徳
の
交
渉
」

と
題
さ
れ
た
論
稿
で
あ
っ
て' 

『
精
神
界
』

に

は

「
宗
教
道
徳 

(

俗
諦)

と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
」
と
題
し
て
五
月
十
日
に
発
行
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
稿
は
先
に
発
表
さ
れ
た
「
倫
理
以
上 

の
安
慰
」
と

か

「
倫
理
以
上
の
根
拠
」
の
論
稿
の
あ
と
を
受
け
な
が
ら' 

世
間
の
倫
理
・
道
徳
と
き
び
し
く
対
決
し
つ
つ
身
を
以
て
真
宗 

の
俗
諦
の
本
義
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

「
我
が
信
念
」
は
真
諦
の
安
心
の
実
感
の
極
致
と
し
て
端
的
な
表
明
告
白
で 

あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
俗
諦
義
の
論
稿
は
多
少
学
問
的
根
拠
を
押
え
た
も
の
で
あ
る
と
表
明
さ
れ
て
い
る
。

思
う
に
真
宗
の
教
え
と
し
て
真
諦
と
俗
諦
の
相
依
相
資
を
説
く
こ
と
は
、
特
に
そ
の
用
語
が
明
治
維
新
以
後
に
顕
著
に
使
用
さ
れ
て
き 

た
の
で'

そ
の
独
自
の
意
味
が
充
分
に
一
般
に
は
理
解
さ
れ
難
い
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
明
治
時
代
の
宗
門
の
先
哲
は
真
俗
二
諦
相 

依
の
問
題
は' 

宗
教
と
道
徳' 

信
仰
と
社
会
倫
理
の
課
題
と
し
て
そ
の
意
義
を
究
明
す
べ
く
努
力
を
惜
し
ま
れ
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
真 

俗
二
諦
相
依
の
教
え
の
伝
承
は
宗
祖
以
来
覚
如
・
蓮
如
と
師
資
相
承
し
て
き
た
真
宗
症
の
伝
統
を
う
け
て
真
俗
二
諦
相
依
の
義
と
し
て
展 

開
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
意
味
内
容
に
お
い
て
真
宗
提
と
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
内
に
深
く
他
力
信
心
を
た
く
わ
え
る
と
は 

真
諦
の
安
心
で
あ
り
、
そ
れ
を
つ
ね
に
第
一
義
と
し
て' 

外
に
は
仁
義
を
本
と
し
、
王
法
を
先
と
せ
ら
る
べ
き
俗
諦
の
道
徳
・
倫
理
・
国 

憲
等
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で' 

こ
の
宗
教
と
道
徳
と
の
内
面
的
な
緊
密
な
る
緊
張
関
係
、
そ
の
交
渉
を
真
宗
に
お
け
る
真
俗
二
諦
論 

と
し
て
論
究
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
清
沢
満
之
の
こ
の
論
稿
も
そ
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も
に' 

真
宗
教
化
の
問
題 

と
し
て
大
い
な
る
指
導
を
う
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
書
簡
に
よ
れ
ば
、
真
宗
俗
諦
の
根
拠
を
『
無
量
寿
経
』
下
巻
の
「
悲
化
段
」(

三 

毒

，
五
悪
段)

の
教
説
に
求
め
ら
れ
、
三
毒
段
は
じ
め
の
「
宜
各
勤
精
進
努
力
自
求
之
」
の
経
文
と
、
瞋
恚
の
過
を
説
き
お
わ
る
と
こ
ろ
に 

お
か
れ
て
い
る
「
努
力
勤
修
善
精
進
願
度
世
」
の
文
と
の
二
文
が
そ
の
眼
目
だ
と
押
え
ら
れ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
は
こ
の
二
文
に
お
い
て
、
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ま
ず
浄
土
の
大
菩
提
心
を
発
起
せ
し
む
べ
き
こ
と
を
勧
発
さ
れ
る
と
と
も
に
、
信
心
の
人
も
社
会-

国
家
の
一
員
と
し
て' 

現
実
社
会
の 

倫
理
的
要
請
に
応
ず
べ
く
精
進
努
力
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
根
拠
は
つ
ね
に
倫
理
以
上
の
宗
教
的
信
に
よ
ら
な
く
て
は 

な
ら
な
い
こ
と
を
す
す
め
ら
れ
る
如
く
で
あ
る
。
な
お
こ
の
「
三
毒
・
五
悪
段
」
の
教
説
を
「
善
悪
段
」

と
呼
び' 

そ

の
う
ち

「
三
毒 

段
」
を

「
総
説
段
」
と
し
、

「
五
悪
段
」
を

「
別
説
段
」
と
科
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
述
べ
、
こ
ん
な
こ
と
一
・
二
点
研
究
し
た
い 

た
め
に
佐
々
木
月
樵
氏
の
も
と
に
あ
る
東
方
聖
書
の
英
文
大
経
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
英
文
大
経
と
い
う
の
は
マ
ッ
ク
ス:

、
'

ユ
ラ
ー 
(

，̂
層

X

 N
£
1日

)

の
英
訳
で
あ
る
が
、
そ
の
原
本
は
「
マ
ッ
ク
ス:

、
'

ユ
ラ 

—
南
条
本
」
と

も

「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
本
」
と
も
呼
ば
れ
る
梵
本
『
無
量
寿
経
』
で
あ
る
。
こ
の
梵
本
と
い
う
の
は
十
九
世
紀
に
入
り 

ー
八
二
六
年(

文
政
九
年)

に

ホ

ッ

ヂ

ソ

ン

冷

エ

エ

。
孙

。1
1
)

が
、
次
い
で
約
四
十
年
後
に
ラ
イ
ト(0

3
.
1

一
花ー

ミ
は
豊)

が
ネ
パ
ー
ル 

で
発
見
し
た
多
数
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の
古
写
本
の
な
か
に
『
無
量
寿
経
』
の
古
写
本
が
五
部
発
見
さ
れ' 

こ
れ
ら
の
古
写
本
を
底
本 

と
し
て
マ
ッ
ク
ス:

、
'

ユ
ラ
ー
博
士
と
南
条
文
雄
・
笠
原
研
寿
両
師
の
努
力
に
よ
り
そ
の
校
訂
本
が
完
成
し
て
一
八
ハ
三
年(

明
治
十
六
年) 

に
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
梵
本
が
一
八
九
四
年(

阴
治
二
十
七
年)

に
マ
ッ
ク
ス;

、
ユ
ラ
ー
に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ- 

5
1
1
1
5 :

ー
ー
サ
・
マ
こ
コ!1

3
. :

と
題
し
東
方
聖
書
第
四
十
九
巻(

一
'
!
5
3

，日

あ

！8
0
0

药
〇
1-4-）

け!

丙
3
5

才
く
〇
厂
メ
ロ
メ) 

に
編
入
せ
ら
れ' 

ー
九
〇
ハ
年(

明
治
四
十
一
年)

に
南
条
博
士
に
よ
っ
て
和
訳
さ
れ
『
楽
有
荘
厳(

経)

』
と
題
し
、
現
存
の
漢
訳
五
本
と
対
照
し
て
刊
行
さ 

れ
た
。
満
之
は
遂
に
こ
の
英
訳
大
経
を
手
に
す
る
こ
と
な
し
に
世
を
去
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
実
は
こ
の
原
本
で
あ
る
梵
文
『
無
量
寿
経
』 

に

は

「
三
毒
，
五
悪
段
」
と
い
わ
れ
る
「
悲
化
段
」
の
説
法
は
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
後
に
触
れ
よ
う
。

二

清
沢
満
之
の
門
下
で' 

そ
の
後
に
お
い
て
真
宗
の
真
俗
二
諦
論
の
課
題
を
掲
げ
て
論
究
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
佐
々
木
月
樵
氏
の
『
真 

宗
概
論
』
「
第
七
講
」(
大
正
十
年
ハ
月
刊
行)

と
多
田
鼎
氏
の
『
大
無
量
寿
経
の
本
義
』
「俗
諦
論
」(

昭
和
二
十
九
年
九
月
刊
行)

と
が
あ
る
。
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葩
者
の
佐
々
木
月
樵
氏
は
真
宗
に
抡
け
る
真
俗
二
諦
説
の
根
源
は
従
来
と
も
宗
祖
の
『
教
行
信
証
』
「
化
巻
」
に
刖
用
さ
れ
る
伝
教
の
『
末 

法
灯
明
記
』
の
文
に
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
 

実

は

『
教
行
信
証
』

「
信
巻
」
に
引
用
さ
れ
る
『
涅
槃
経
』

「
梵
行
品
」
の
阿
闍
世
王
入
信 

の
経
文
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
さ
れ
、
真
宗
の
教
義
は
ど
こ
ま
で
も
信
心
為
本
で
あ
り
、
宗
祖
は
「
信
巻
」
に
そ
の
事
例
と
し 

て

『
涅
槃
経
』

「
梵
行
品
」
の
阿
闍
世
王
入
信
の
教
説
を
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
説
に
対
し
て
、
多
田
鼎
氏
は 

真
宗
に
お
け
る
真
俗
二
諦
相
依
の
文
字
の
源
は 

『
末
法
灯
明
記
』 

に
あ
る
如
く
、

二
諦
の
教
が
人
間
生
活
に
実
動
し
た
事
例
の
初
め
は 

『
涅
槃
経
』

「
梵
行
品
」
の
阿
闍
世
王
入
信
の
史
実
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
を
以
て
真
宗
俗
諦
説
の
根
源
で
あ
る
と
主
張
す 

る
こ
と
は
正
し
く
な
い
と
批
判
し
、
真
宗
俗
諦
の
主
体
は
『
無
量
寿
経
』
下

巻

の

「
悲
化
段
」(

三
毒
・
五
悪
段)

の
釈
尊
の
教
誡
に
見
ら 

る
べ
く
、
こ

の

「
悲
化
段
」
の
教
説
の
本
源
に
つ
い
て
は
、
徳
川
期
の
学
匠
で
あ
る
興
隆
師
や
徳
龍
師
の
指
導
に
よ
り
正
し
く
第
十
八
の 

王
本
願
並
び
に
本
願
成
就
文
に
お
か
れ
て
あ
る
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
仏
語
に
溯
り
、
こ
の
抑
止
文
の
仏
語
が
真
宗
俗
諦
の
第
一
源 

泉
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

ま
こ
と
に
宗
祖
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』

「
信
巻
」(
末)

に

『
涅
槃
経
』(
現
病
品)

に
よ
り
難
化
の
三
機' 

難
治
の
三
病
者
を
あ
げ
て 

「
迦
葉
、
世
に
三
人
有
り
て' 

そ
の
病
治
し
難
し
。

一
に
は
謗
大
乗
、
二
に
は
五
逆
罪
、
 

三
に
は
一
闡
提
な
り
。
か
く
の
如
き
三
病
、
 

世
の
中
に
極
重
な
り
」

と
説
き
て' 

か
か
る
難
治
の
三
病
者
の
救
済
の
代
表
と
し
て
『
涅
槃
経
』

「
梵
行
品
」
並

に

「
迦
葉
品
」
よ
り
阿
闍
世
王
入
信
の
物
語
を 

縷
々
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
長
い
物
語
り
の
教
説
を
引
用
し
お
わ
り
て

「
是
を
以
て' 

今
大
聖
の
真
説
に
拠
る
に
、
難
化
の
三
機
、
難
治
の
三
病
者
は
、
大
悲
の
弘
誓
を
憑
み
て
利
他
の
信
海
に
帰
す
れ
ば' 

斯
を
矜
哀
し
て
治
す
、
斯
を
憐
憫
し
て
療
し
た
ま
ふ
。
喩
へ
ば
醍
醐
の
妙
薬
の
一
切
の
病
を
療
す
る
が
如
し
。
濁
世
の
庶
類' 

穢
悪
の 

群
生' 

金
剛
不
壊
の
真
心
を
求
念
す
べ
し
。
本
願
醍
醐
の
妙
薬
を
執
持
す
可
き
な
り
。
応
に
知
る
べ
し
」 

と
の
私
釈
を
以
て
結
ば
れ
て
い
る
。
次
い
で
親
鸞
は
『
無
量
寿
経
』
の
本
願
並
に
本
願
成
就
文
に
お
か
れ
て
い
る
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
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の
抑
止
文
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
唐
訳
の
『
無
量
寿
如
来
会
』
の
本
願
の
「
唯
除
造
無
間
悪
業
誹
謗
正
法
及
諸
聖
人
」
と
あ
る
に
照
し
、
 

更

に

『
観
無
量
寿
経
』
の

「
下
品
下
生
段
」
に
説
か
れ
る
五
逆
の
往
生
と
『
涅
槃
経
』
に
説
く
難
化
の
三
機
、
難
治
の
三
病
者
の
救
済
に 

照
応
し
て
本
願
の
抑
止
文
は
如
何
に
領
解
さ
る
べ
き
か
を
問
う
て
、
ま
ず
曇
鸞
の
『
論
註
』(

上
巻
末)

の
ハ
番
問
答
釈
の
殆
ん
ど
全
文
を 

引
用
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

曇
鸞
に
次
い
で
善
導
の
『
観
経
疏
』

「
散
善
義
」
に
お
け
る
已
造
業
摂
取
未
造
業
抑
止
の
領
解
が
引
用
さ 

れ
て
く
る
。

「
下
品
下
生
中
の
五
逆
を
取
り
て
謗
法
を
除
く
と
は' 

其
れ
五
逆
は
已
に
作
れ
り' 

捨
て
て
流
転
せ
し
む
べ
か
ら
ず
、
還
っ
て
大
悲
を 

発
し
て
摂
取
し
て
往
生
せ
し
む
。
然
る
に
謗
法
の
罪
は
未
だ
つ
く
ら
ず
、
又
止
め
て
若
し
謗
法
を
起
さ
ば' 

生
る
こ
と
を
得
ず
と
の
た 

ま
ふ
。
此
は
未
造
業
に
就
て
解
す
る
な
り
。
若
し
造
ら
ば
還
り
て
摂
取
し
て
生
を
得
し
む
云
々
」

と
あ
り' 

更
に
善
導
の
『
法
事
讃
』(
巻
上)

よ
り

「
仏
願
力
を
以
て
五
逆
と
十
悪
と
罪
滅
し
て
生
を
得
し
む
。
謗

法

・
闡
提
回
心
す
れ
ば
皆
往
く
」

の
文
を
以
て
そ
の
義
を
助
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
先
の
曇
鸞
は
ー
経(
大
経)

に
は
ー
に
五
逆
ニ
に
誹
謗
正
法
の
二
種 

の
重
罪
を
以
て
の
故
に
往
生
を
得
ず
と
説
き
、

一
経(
観
経)

に
は
十
悪
・
五
逆
等
の
罪
を
作
る
と
い
う
て
、
誹
謗
正
法
を
い
わ
な
い
。
す 

な
わ
ち
正
法
を
誹
謗
せ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
往
生
を
得
し
む
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
一
人
あ
り
て
五
逆
罪
を
具
し
て
正
法
を
誹 

謗
せ
ざ
れ
ば
経
で
は
得
生
を
許
し
て
い
る
。
も
し
ま
た
こ
こ
に
一
人
あ
り
て
た
だ
正
法
を
誹
謗
し
て' 

五
逆
の
罪
な
き
も
の
が
往
生
を
願 

わ
ん
に
生
を
得
る
や
と
問
う
て' 

正
法
を
誹
謗
し
て
他
に
何
ら
の
余
罪
な
し
と
雖
も
往
生
を
得
ず
と
曇
鷲
は
き
び
し
く
答
え
て
い
る
。
然 

ら
ば
誹
謗
正
法
の
相
を
問
う
て

「
若
し
無
仏
・
無
仏
法
・
無
菩
薩
，
無
菩
薩
法
と
い
は
む
、
是
の
如
き
等
の
見
を
も
て
、
若
く
は
心
に
自
ら
解
り
、
若
く
は
他
に
従
ひ 

て
其
の
心
を
受
け
て' 

決
定
す
る
を
皆
誹
謗
正
法
と
名
く
」

と
答
え
て
い
る
。
而
し
て
か
く
の
如
き
邪
見
、
思
憩
の
惑
は
そ
の
人
個
人
に
属
す
る
も
の
で
、
五
逆
の
罪
の
如
き
社
会
悪
は
他
者
を
苦
悩
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せ
し
む
る
も
の
で
、
謗
法
よ
り
も
罪
が
重
い
の
で
は
な
い
か
と
問
う
て

「
若
し
諸
仏
・
菩
薩
、
世
間
・
出
世
間
の
善
導
を
説
き
て
、
衆
生
を
教
化
す
る
ひ
と
ま
し
ま
さ
ず
げ
ゝ
豈
に
仁
・
義

・
礼
・
智
・
信
あ 

る
こ
と
を
知
ら
む
や
。
か
く
の
如
き
世
間
の
一
切
の
善
法
皆
断
じ
、
出
世
間
の
一
切
の
賢
聖
皆
滅
し
な
む
。
汝
た
だ
五
逆
罪
の
重
た
る 

こ
と
を
知
り
て
、
五
逆
罪
の
正
法
な
き
よ
り
生
ず
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
是
の
故
に
謗
正
法
の
人
は
其
の
罪
最
重
な
り
」

と
答
え
て
い
る
。

五
逆
の
罪
相
に
つ
い
て
親
癒
は
淄
州
慧
沼
の
説
を
承
け
て
、
 

三
乗
の
五
逆
と
大
乗
の
五
逆
の
二
種
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
三
乗
の 

五
逆
と
は
小
乗
・
大
乗
を
通
ず
る
五
逆
で
あ
る
。

「
ー
に
は
故
に
思
う
て
父
を
殺
す
。
二
に
は
故
に
思
う
て
母
を
殺
す
。
三
に
は
故
に
思
う
て
羅
漢
を
殺
す
。
四
に
は
倒
見
し
て
和
合
僧 

を
破
す
。
五
に
は
悪
心
を
も
て
仏
身
よ
り
血
を
出
す
。
恩
田
に
背
き(
前
二)

福
田
に
違
す
る(
後
三)

を
以
て
故
に
逆
と
為
す
。
こ
の
逆 

を
執
ず
る
者
は
身
壊
れ
命
終
え
て
、
必
定
し
て
無
間
地
獄
に
堕
し
て
、

一
大
劫
の
中
に
無
間
の
苦
を
受
け
む
。
無
間
業
と
名
く
」 

と
い
わ
れ
て
い
る
。
大
乗
の
五
逆
と
は
『
薩
遮
尼
乾
子
経
』(
巻
四)

に
五
種
の
根
本
罪
と
あ
り
て' 

五
逆
と
は
い
わ
れ
な
い
が' 

そ
れ
を 

五
逆
と
せ
る
こ
と
は
慈
恩
・
慧
沼
に
は
じ
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
乗
の
五
逆
と
は

「
一
に
は
塔
を
破
壊
し' 

経
蔵
を
梵
焼
し
及
び
三
宝
の
財
物
を
盗
用
す
。
二
に
は
三
乗
の
法
を
謗
り
て
聖
教
に
あ
ら
ず
と
言
ふ
て
、
障 

破
留
難
し
隠
蔽
落
蔵
す
。
三
に
は
一
切
の
出
家
人' 

若
く
は
戒
・
無
戒
・
破
戒
の
も
の
を
打
罵
し
呵
責
し
過
を
説
き
禁
閉
し
、
還
俗
せ 

し
め
駆
使
し
債
調
し
断
命
せ
し
む
。
四
に
は
父
を
殺
し
、
母
を
害
し' 

仏
身
よ
り
血
を
出
し
、
和
合
僧
を
破
し
、
阿
羅
漢
を
殺
す
。
五 

に
は
謗
し
て
因
果
を
無
く
、
長
夜
に
常
に
十
不
善
業
を
行
ず
る
な
り
」

と
述
べ
て
い
る
。
存
覚
は
『
六
要
鈔
』(
第
三)

に
こ
れ
を
釈
し
て

「
若
し
小
乗
の
五
逆
に
依
ら
ば
、
人
皆
お
も
へ
ら
く
輙
く
之
を
犯
さ
じ
と
。
若
し
大
乗
の
五
逆
の
説
に
依
ら
ば
、
人
々
一
々
に
此
の
罪 

の
が
れ
難
し
。
常
に
十
悪
を
行
ず
る
、
即
ち
此
の
摂
な
る
が
故
に
。
仍
て
且
つ
は
慚
愧
悔
過
の
心
を
生
ぜ
ん
が
為
に
、
且
つ
は
済
度
の
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大
悲
、
深
重
の
仏
恩
を
念
報
せ
し
め
ん
が
為
に
之
を
引
か
れ
し
歟
」 

と
述
べ
て
い
る
。
か
く
て
本
願
の
抑
止
文
の
領
解
に
つ
い
て
『
尊
号
真
像
銘
文
』
の
は
じ
め
に

「
唯
除
と
い
ふ
は
た
だ
の
ぞ
く
と
い
ふ
こ
と
ば
也
。
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
い
、
誹
謗
の
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
む
と
也
。
こ
の
ふ 

た
つ
の
つ
み
の
お
も
き
こ
と
を
し
め
し
て
、
十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ
し
と
し
ら
せ
む
と
な
り
」 

と
述
べ
ら
れ
る
簡
明
に
し
て
含
蓄
の
深
い
表
明
を
き
く
と
と
も
に
『
歎
異
抄
』

「
後
序
」
の

「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば' 

ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身 

に
て
あ
り
け
る
を' 

た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
と
」 

親
鸞
つ
ね
の
御
述
懐
を
思
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
本
願
の
抑
止
文
を
仰
ぎ
な
が
ら
更
に
『
無
量
寿
経
』
の

「
悲
化
段
」
の
教
説
に
耳
を
傾 

け
た
い
と
思
う
。

三

先
に
わ
れ
わ
れ
は
清
沢
満
之
が
最
後
の
書
簡
で
求
め
ら
れ
た
英
文
大
経
の
原
本
の
こ
と
に
触
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
明
治
四
十
一 

年
南
条
博
士
の
『
仏
説
無
量
寿
経
梵
文
和
訳
支
那
五
訳
対
照
』
が
刊
行
さ
れ' 

更
に
昭
和
六
年
に
荻
原
雲
来
博
士
の
『
梵
蔵
和
英
合
璧
浄 

土
三
部
経
』(
浄
土
宗
全
書
別
巻)

が
刊
行
さ
れ
て
、
先

の

「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
本
」
の
改
訂
が
試
み
ら
れ
、
河
口
慧
海
・
大
谷
光
瑞
両
師 

将
来
の
梵
本
の
古
写
本
と
チ
ベ
ッ
ト
訳
「
漢
訳
を
参
照
し
て
、
そ
の
写
誤
や
章
句
の
脱
落
を
改
訂
し' 

且
つ
そ
れ
に
梵
文
の
和
訳
と
英
訳 

を
添
え' 

英
文
大
経
は
東
方
聖
書
の
マ
ッ
ク
ス;

、
ユ
ラ
ー
の
英
訳
本
を
お
さ
め
て
い
る
。
梵
本
の
経
題
は;

踣

富

ー
ー
: (

楽 

有
荘
厳)

と
あ
り
他
の
異
本
も
変
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
訳
の
経
題
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
で:

わ
ヨ3

 4
1
1
1
1

竄!31151V

卞! 

崗
ー
ー
岂
骨!
一
因
す3 /

一
と
音
写
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
聖
無
量
光
荘
厳
大
乗
経
」
と
い
う
題
名
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
現
存 

の
梵
本
の
経
題
と
は
異
っ
て
い
る
よ
う
で
茴
る
。
な
お
梵
本
の
刊
行
本
と
し
て
は
、
そ
の
後
榊
博
士
の
将
来
さ
れ
た
古
写
本
を
底
本
と
し
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て
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
を
中
心
に
従
来
の
刊
行
本
を
参
照
し
て
ロ
ー
マ
ナ
イ
ズ
し
て
校
訂
さ
れ
た
足
利
本
が
あ
る
。
和
訳
の
も
の
と
し
て
南
条 

博
士
の
後
で
は
荻
原
改
訂
本
の
中
に
梵
文
と
対
訳
し
て
お
か
れ
て
い
る
。
最
近
は
中
村
元
・
早
島
鏡
正
・
紀
野
一
義
共
訳
の
『
浄
土
三
部 

経
』
が
岩
波
文
庫
に
お
さ
め
ら
れ
て
昭
和
三
十
ハ
年
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
底
本
は
荻
原
改
訂
本
を
用
い' 

諸
異
本
や
チ
ベ
ッ
ト
訳
を 

参
照
し
て
現
代
語
訳
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
こ
れ
等
の
現
存
の
梵
本
や
チ
ベ
ッ
ト
訳
本
に
は
「
悲
化
段
」
の
教
説
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
、
漢
訳 

五
本
の
中
に
唐
訳
の
『
無
量
寿
如
来
会
』
宋
訳
の
『
大
乗
無
量
荘
厳
経
』
に

は

「
悲
化
段
」
の
説
法
は
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て 

か
か
る
原
典
批
判
よ
り
す
れ
ば
『
無
量
寿
経
』(

魏
訳)

の
原
本
に
は
恐
ら
く
は
「
悲
化
段
」
の
教
説
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
く 

る
の
で
あ
る
。
た
だ
最
も
古
い
「
二
十
四
願
経
」
と
も
称
せ
ら
れ' 

或
は
後
期
の
「
四
十
八
願
経
」
に
対
し
て
「
初
期
無
量
寿
経
」
と
も 

呼
ば
れ
て
い
る
『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』(
漢
訳)

と

『
大
阿
弥
陀
経
』(

呉
訳)

に
於
て
は
最
も
重
要
な
位
置
に
「
三
毒
，
五
悪
段
」
の
説 

法
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
代
り
て
「
初
期
無
量
寿
経
」
に

は

「
智
慧
段
」(
胎
化
段)

の
教
説
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

而
し
て
「
智
慧
段
」
の
教
説
は
梵
本
チ
ベ
ッ
ト
訳
本
を
は
じ
め
『
無
量
寿
経
』(
魏
訳)

に

も

『
無
量
寿
如
来
会
』
に
も
『
無
量
寿
荘
厳
経
』 

(

唐
訳)

に

も

『
無
量
寿
荘
厳
経
』(
宋
訳)

に
も
重
要
な
位
置
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
「
悲
化
段
」
と
並
ん
で
「
智 

慧
段
」
の
説
法
を
兼
ね
具
し
て
い
る
の
は
『
無
量
寿
経
』
の
一
経
に
限
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
無
量
寿
経
』
の

「
悲
化
段
」
の
経
文 

と

『
大
阿
弥
陀
経
』

『
無
量
清
浄
平
等
覚
経
』
の
そ
れ
と
比
較
対
照
す
る
と
き' 

明
か
に
『
無
量
寿
経
』
の

「
悲
化
段
」
は
呉
漢
両
訳
の 

経
文
を
整
文
改
修
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
る
の
で
あ
る
。

「
呉
訳
」

「
漢
訳
」
両
経
で
は
三
輩
段
の
経
文
に
連
続
し
て
説
か
れ
て
い 

る
の
で
あ
る
が' 

『
無
量
寿
経
』
で
は
改
め
て
弥
勒
菩
薩
を
対
告
衆
と
し
て' 

三
毒
・
五
悪
の
た
め
に
苦
悩
す
る
衆
生
を
あ
わ
れ
み
た
も 

う
世
尊
の
懇
切
な
る
教
誡
を
と
く
「
悲
化
段
」
と
し
て' 

そ
れ
独
自
の
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
は
『
無
量
寿
経
』
の
原
本
に 

は
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
が' 

そ
の
訳
出
に
あ
た
り
て
、
呉
・
漢
両
訳
よ
り
整
文
改
修
し
て
新
し
い
意
義
を
も
っ
て
『
無
量
寿
経
』
の
な 

か
に
摂
取
さ
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
い
ま
『
無
量
寿
経
』
下
巻
に
置
か
れ
た
「
悲
化
段
」
の
教
説
は' 

そ
れ
と
対
応
し
て
前
に
は
本
願
成
就
文
、
後
に
は
「
智 

慧
段
」
の
説
法
に
対
応
し
て
『
無
量
寿
経
』
全
体
の
構
成
の
上
に
重
大
な
る
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
初
期
無
量
寿 

経
の
漢
訳
・
呉
訳
両
経
と
後
期
無
量
寿
経
と
の
間
に
は
二
十
四
願
が
四
十
八
願
へ
と
増
広
展
開
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、

「
智
慧 

段
」
の
説
法
が
附
加
さ
れ
て
あ
る
こ
と
に
於
て' 

そ
こ
に
大
き
な
隔
た
り
の
あ
る
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
宗
教
的
信
の
自
覚
の
面
に
於
て
内 

面
的
に
質
的
な
深
化
が
遂
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
後
者
の
「
智
慧
段
」
に
説
く
明
信
仏
智-

不
思
議
智
乃
至 

勝
智
の
信
と
前
者
の
三
輩
段
に
見
ら
れ
る
道
徳
が
主
と
さ
れ
る
深
信
因
果
の
信
、
そ
れ
は
や
が
て
罪
福
信
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
と
の 

次
元
の
相
違
が
思
わ
れ
る
。

同
じ
く
初
期
無
量
寿
経
と
呼
ば
れ
な
が
ら
も
「
漢
訳
」
と

「
呉
訳
」
と
の
間
に
は
、

「
嘆
仏
偈
」
・
「東
方
偈
」
等
の
偈
頌
の
有
無
と
か
、
 

同
じ
く
二
十
四
願
経
と
い
わ
れ
て
も
、
漢
訳
と
称
せ
ら
れ
る
『
平
等
覚
経
』
の
方
が' 

呉
訳
の
『
大
阿
弥
陀
経
』
の
場
合
よ
り
も
願
文
の 

並
列
次
第
が
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で' 

『
平
等
覚
経
』
の
方
が
『
大
阿
弥
陀
経
』
よ
り
後
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
解
る
の
で
あ
る
。
従
っ 

て

『
大
阿
弥
陀
経
』
を
呉
の
支
謙
の
訳
出
す
る
と
こ
ろ
よ
り
「
呉
訳
」
と
い
う
の
は
よ
ろ
し
い
が
、

『
平
等
覚
経
』
を
後
漢
の
支
婁
迦
懺 

訳
と
す
る
こ
と
は
当
を
得
な
い
の
で
、

「
漢
訳
」
と
称
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
曹
魏
の
白
延
の
訳
出
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
ま 

た

「
魏
訳
」
と
称
せ
ら
れ
る
『
無
量
寿
経
』
に
あ
り
て
も
、
曹
魏
の
康
僧
鎧
訳
と
せ
る
こ
と
は
『
歴
代
三
宝
記
』
に
よ
る
こ
と
で
、
こ
れ 

に
は
多
く
の
疑
問
が
あ
り
、
そ
の
た
め
一
方
に
西
晋
の
竺
法
護
説
あ
り' 

ま
た
訳
語
訳
風
よ
り
し
て
東
晋
の
仏
陀
跋
陀
羅
・
宝
雲
の
共
訳 

と
い
う
こ
と
が
『
出
三
蔵
記
集
』
に
も
あ
る
こ
と
で
有
力
で
あ
る
。

さ

て

『
無
量
寿
経
』
の
異
訳
の
五
本
の
中
で
最
も
後
代
の
翻
訳
に
な
っ
て
い
る
宋
の
法
賢
訳
の
『
無
量
寿
荘
厳
経
』
が
あ
る
。
四
十
八 

願
が
減
じ
て
三
十
六
願
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
願
文
中
に
は
光
明
無
量
・
寿
命
無
量
・
念
仏
往
生
等
の
重
要
な
る
願
文
を
欠
い
て 

い
る
。
ま
た
三
輩
を
説
く
に
も
、
善
男
子
善
女
人
が
こ
の
経
を
聞
き' 

受
持
し
読
誦
し
書
写
し
供
養
し
て
昼
夜
相
続
し
て
往
生
を
願
う
も 

の
を
上
輩
と
し
、
菩
提
心
を
発
し' 

諸
の
禁
戒
を
守
り
、
所
作
の
善
根
を
悉
く
有
情
に
施
与
し
無
量
寿
如
来
と
浄
土
を
憶
念
す
る
も
の
を
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中
輩
と
し
ゝ
十
種
の
心
を
発
し
て
昼
夜
に
極
楽
世
界
の
無
量
寿
仏
の
種
々
の
功
徳
荘
厳
を
思
惟
し
、
帰
依
し
頂
礼
し
供
養
す
る
も
の
を
下 

輩
と
す
る
。
そ
の
十
種
の
心
と
は
不
偷
盗
・
不
殺
生
・
不
姪
欲
・
不
妄
言
・
不
綺
語,

不
悪
口
・
不
両
舌
・
不
貪
・
不
瞋
・
不
痴
の
心
を 

説
い
て
い
る
。
か
か
る
点
か
ら
も
他
の
異
訳
四
本
と
は
同
一
系
統
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
が' 

こ
の
宋
訳
の
特
徴
は
般
若
思
想
が
濃
厚 

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
或
は
こ
の
三
十
六
願
経
を
通
し
て
二
十
四
願
が
四
十
八
願
経
へ
と
そ
の
願
文
の
増
広
と
宗
教
的
自
覚
の
内
面
的
な 

深
化
を
と
げ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
て
漢
訳
の
五
異
訳
の
原
本
の
成
立
過
程
の
前
後
を
考
え
て
み
る
と
、
 

ま
ず
最
初
に
『
大
阿
弥
陀
経
』
次
い
で
『
平
等
覚
経
』
や
や
時
代
を
へ
て
『
無
量
寿
経
』

・
唐
訳
の
『
如
来
会
』
梵

・
蔵
二
本
が
引
き
続 

く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宋
訳
の
『
荘
厳
経
』
は
別
系
統
と
考
え
ら
れ
る
が
、
二
十
四
願
経
よ
り
四
十
八
願
へ
の
展
開
に
あ
た
り
大
き
な 

影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
『
無
量
寿
経
』
の
原
本
に
相
前
後
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
無
量
寿
経
』
の
訳
出
は
『
出
三
蔵
記
集
』(

巻
二)

「
新
経
論
録
」
に
は
永
初
二
年(

四
一
ニ)

宋
都
建
康
の
道
場
寺
に
お
い
て
仏
陀
跋
陀 

羅
・
宝
雲
の
共
訳
せ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
先
に
鳩
摩
羅
什
に
よ
り
て
弘
始
四
年(

四
〇
二)

に 

『
阿
弥
陀
経
』(
小
経) 

が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

『
無
量
寿
経
』

は
蜃
良
耶
舎
に
よ
り
江
南
の
鐘
山
道
林
精
舎
に
て
訳
出
さ
れ
た
の
が
元
嘉
元
年
—
十
九
年(

四
ニ 

四
——
四
四
二)

の
間
と
い
わ
れ
る
。
か
く
て
こ
の
浄
土
三
部
経
の
伝
統
を
見
出
し
て
世
親
の
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』
を
註
解
し
た 

の
が
北
魏
の
曇
鸞(

四
七
六?

—
五
四
二?
)

で
あ
る
。

こ
の
曇
鸞
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
中
国
に
お
い
て
純
正
浄
土
教
の
伝
統
が
か
か
げ
ら 

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
菩
提
流
支
に
よ
り
て
世
親
の
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』(
浄
土
論)

が
訳
出
さ
れ
た
の
は
北
魏
の
永
安
二
年 

(

五
二
九)

と
普
泰
元
年(

五
三
こ
の
二
説
が
あ
る
。
曇
鸞
が
江
南
の
陶
隠
居
と
面
接
し
た
の
が
梁
の
大
通
二
年(

五
二
ハ)

と
い
わ
れ
る
。
 

陶
隠
居
よ
り
仙
経
十
巻
を
う
け
て
北
魏
の
都
洛
陽
に
て
菩
提
流
支
と
邂
逅
す
る
の
は
大
通
年
間(

五
二
七
——
五
二
ハ)

中
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
解
邂
が
曇
鸞
の
浄
土
教
へ
の
回
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
中
国
仏
教
史
上
に
は
重
大
な
歴
史
的
意
義
を
荷
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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阻

こ
こ
で
問
題
を
『
無
量
寿
経
』
の

「
悲
化
段
」(

三
毒
・
五
悪
段)

に
し
ぼ
っ
て
考
え
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
ゝ
こ
の
経
典
の
翻
訳
に 

あ
た
っ
て
、
恐
ら
く
は
そ
の
原
本
に
欠
け
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
「
三
毒
・
五
悪
段
」
を
、
翻
訳
者
が
敢
え
て
古
き
『
大
阿
弥
陀
経
』
や 

『
平
等
覚
経
』
よ
り
引
文
し
て
そ
れ
を
整
文
改
修
し
て
附
加
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
は
、

『
無
量
寿
経
』
が
単
に
イ
ン
ド
伝
来
の
経
典
で 

あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く'

そ
の
翻
訳
と
と
も
に
シ
ナ
民
族
の
経
典
と
な
っ
た
の
で
あ
り' 

ま
た
そ
の
訳
出
そ
の
こ
と
が
そ
の
要
望
に
応 

ぜ
る
こ
と
で
あ
る
。
特

に

「
三
毒
・
五
悪
段
」
の
教
説
に
は
そ
の
語
句
の
上
に' 

儒
教
的
、
更
に
道
教
的
色
彩
を
も
っ
た
シ
ナ
的
な
思
想 

の
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
シ
ナ
学
の
専
門
家
に
よ
っ
て
、
か
ね
て
よ
り
こ
の
一
段
の
教
説
は
中
国
人
の
添 

加
せ
る
も
の
で' 

あ
た
か
も
こ
の
部
分
が
偽
経
の
ご
と
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
イ
ン
ド
学
仏
教
学
の
立
場
か
ら
も
、
 

現 

在
の
梵
本
・
チ
ベ
ッ
ト
本
を
は
じ
め' 

唐
訳
の
『
如
来
会
』
宋
訳
の
『
荘
厳
経
』
に
も
そ
れ
を
欠
き' 

更

に

『
無
量
寿
経
』
の
原
本
に
も 

恐
ら
く
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
し
か
も
「
三
毒
・
五
悪
段
」
を
欠
く
方
が
イ
ン
ド
の
経
典
と
し
て
は
す
じ
が
一
貫
す
る
も
の
で 

あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
も
と
は
『
大
阿
弥
陀
経
』
や

『
平
等
覚
経
』
の
原
本
で
は
経
の
重
要
な
位
置
を
占 

め
て
い
た
も
の
で
、
本
来
イ
ン
ド
に
そ
れ
が
な
か
っ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
『
無
量
寿
経
』
の
歩
み
に
お
い
て
そ 

の
箇
所
が
消
え
て
、
新
し
く
『
智
慧
段
』(
胎
・
化
段)

の
教
説
が
附
加
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に
は
宗
教
的
な
自
覚
の
面
に
は-

段
の
進
展 

深
化
の
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
か
く
て
『
無
量
寿
経
』
の
中
国
で
翻
訳
に
あ
た
り' 

そ

の

「
智
慧
段
」
の
教
説
に
照
応
し
つ
つ
再
び 

古

き

『
平
等
覚
経
』
よ

り

「
三
毒
・
五
悪
段
」
を
選
び
と
っ
て
整
文
改
修
せ
る
所
以
は
、
人
間
に
於
け
る
深
刻
な
る
業
流
転
の
現
実
を
凝 

視
せ
し
め
、
浄
土
の
大
菩
提
心
を
喚
起
せ
し
め
る
と
と
も
に' 

改
め
て
社
会
的
現
実
の
要
望
と
し
て
世
間
善
と
し
て
の
道
徳
の
規
範
が
求 

め
ら
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
新
し
き
意
味
を
以
て
「
三
毒
・
五
悪
段
」
の
教
説
が
回
復
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
 

い
ま
そ
の
こ
と
を
い
う
に
先
立
ち
て' 

こ

の

「
悲
化
段
」
の
教
説
に
お
い
て
特
に
目
立
つ
自
然
の
用
語
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
と
思
う
。
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『
無
量
寿
経
』
上
下
ニ
巻
に
わ
た
り
て
自
然
の
用
語
は
五
十
六
回
数
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
半
数
以
上
は
こ
の
「
悲
化
段
」
に
集 

中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
唐
訳
の
『
如
来
会
』
に
な
れ
ば
七
個
に
な
り
宋
訳
の
『
荘
厳
経
』
に
な
れ
ば
皆
無
と
な
る
。
梵

本

・
チ
ベ 

ッ
ト
本
に
は
こ
の
自
然
の
原
本
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
用
語
は
古
き
『
大
阿
弥
陀
経
』
と

『
平
等
覚
経
』
よ

り

『
無 

量
寿
経
』

へ
流
入
せ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

『
平
等
覚
経
』
で
は
一
七
七
個
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
自
然 

の
用
語
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
シ
ナ
学
者
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
老
荘
思
想
の
「
無
為
自
然
」
に
由
来
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
 

『
大
阿
弥
陀
経
』
や

『
平
等
覚
経
』
の
訳
出
さ
れ
て
く
る
三
世
紀
か
ら
四
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
は
、
中
国
で
は
老
荘
思
想
の
全
盛
期
で 

あ
っ
た
と
い
わ
れ
、
ま
た
印
度
の
大
乗
経
典
の
翻
訳
に
あ
た
り
、
中
国
人
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
そ
の
訳
語
に
老
荘
思
想
の
用
語
が
適 

わ
し
く'

仏
教
の
涅
槃
の
ご
と
き
仏
教
独
自
の
用
語
で
、

到
底
中
国
で
は
そ
の
訳
語
を
見
出
し
得
な
い
も
の
の
随
一
で
あ
る
が' 

こ
の 

『
無
量
寿
経
』
に
も
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
は
一
応
直
訳
し
て
滅
と
か
滅
度
の
訳
語
は
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
老
荘
の
無
為
自
然
の
用
語
を
か
り 

て
、
阿
弥
陀
の
浄
土
を
無
為
自
然
の
涅
槃
界
と
し
て
い
る
。
こ

の

「
悲
化
段
」
に
は

「
無
為
自
然
に
し
て
泥
疽
の
道
に
ち
か
し
」(

三
毒
段)

「
彼
の
仏
国
土
は
無
為
自
然
に
し
て
皆
衆
善
を
積
み
て
毛
髪
の
悪
な
し
」(

五
悪
段)

「
五
徳
を
獲
て
無
為
の
安
き
に
昇
ら
し
め
ん
」(

五
悪
段) 

な
ど
の
辞
句
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、

『
無
量
寿
経
』
上
巻
の
浄
土
荘
厳
を
説
く
な
か
に 

自
然
音
楽
、
自
然
発
応' 

自
然
相
利' 

自
然
合
成
、
自
然
万
種
技
楽' 

自
然
化
成
、
自
然
灌
身
、
自
然
随
意
、
自
然
妙
声
、
自
然
快
楽 

之
音
、
自
然
之
物
、
自
然
在
前
、
自
然
盈
満' 

自
然
飽
足
、
皆
受
自
然
虚
無
之
身
無
極
体
、
自
然
徳
風
、
自
然
風
起' 

自
然
供
養
、
自 

然
化
生
等

数
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
と
も
『
無
量
寿
経
』
の

「
悲
化
段
」
を
中
心
に
真
宗
の
先
哲
に
は
自
然
に
凡
そ
三
義
を
含
蓄
す
る 

こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ー
に
は
無
為
自
然
、
二
に
は
業
道
自
然
、
三
に
は
願
力
自
然
で
あ
る
。
業
道
自
然
と
願
力
自
然
は
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主
と
し
て
「
悲
化
段
」
の
教
説
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
業
道
自
然
は

「
人
、
世
間
愛
欲
の
中
に
在
り
て
、
独
り
生
れ
、
独
り
死
し
、
独
り
来
り
、
独
り
去
り
て
、
行
に
し
た
が
ひ
て
苦
楽
の
地
に
至
り
趣
く
、
 

身
自
ら
こ
れ
を
う
く
る
に
、
 

た
れ
も
代
る
も
の
な
し
。
善
悪
変
化
し
て
殃
福
と
こ
ろ
異
り' 

あ
ら
か
じ
め
厳
待
し
て
ま
さ
に
独
り
趣
入 

す
。
善
悪
自
然
に
行
を
追
っ
て
生
ず
る
所
な
り
。
窈
々
冥
々
と
し
て
別
離
久
し
く
長
し
。
道
路
同
じ
か
ら
ず
し
て
会
ひ
見
る
こ
と
期
な 

し
。
甚
だ
難
し' 

ま
た
相
値
ふ
こ
と
を
得
ん
や
云
々
」(

三
毒
段)

「
天
地
に
違
逆
し
て
人
の
心
に
従
は
ず' 

自
然
の
非
悪
ま
ず
随
ひ
て
こ
れ
に
く
み
す
。
ほ
し
い
ま
ま
に
所
為
を
ゆ
る
し
て
其
の
罪
極
ま 

る
を
待
つ
。
其
の
寿
未
だ
尽
き
ざ
る
に
す
な
わ
ち
た
ち
ま
ち
こ
れ
を
奪
ふ
。
悪
道
に
下
り
入
り
て
累
世
に
勤
苦
す
云
々
」(

三
毒
段) 

「
罪
報
自
然
に
し
て
捨
離
す
る
と
こ
ろ
な
し
。
但
し
前
の
行
に
よ
り
て
火
鏤
に
入
る
。
身
心
摧
砕
し
て
精
神
痛
苦
す
。
こ
の
時
に
あ
た 

り
て
悔
ゆ
と
も
ま
た
及
ば
ん
。
天
道
自
然
に
し
て
蹉
跌
を
得
ず
。
故
に
自
然
の
三
塗
無
量
の
苦
悩
あ
り
。
其
の
中
に
展
転
し
て
世
世
累 

劫
に
出
づ
る
期
な
し
。
解
脱
を
得
る
こ
と
難
し
、
痛
み
言
ふ
べ
か
ら
ず
云
々
」(

五
悪
段)

「
善
悪
報
応
し
禍
福
相
承
け
て
身
自
ら
こ
れ
を
う
く
。
誰
も
代
る
も
の
な
し
。
数
の
自
然
な
る
な
り
。
其
の
所
行
に
し
た
が
ひ
て
映
咎 

命
を
追
ひ
て
、
縦
捨
を
得
る
こ
と
な
し
。
善
人
善
を
行
じ
、
楽
よ
り
楽
に
入
り
、
明
よ
り
明
に
入
る
。
悪
人
悪
を
行
じ' 

苦
よ
り
苦
に 

入
り' 

冥
よ
り
冥
に
入
る
、 

誰
か
能
く
知
る
も
の
あ
ら
ん
。
独
り
仏
の
み
知
ろ
し
め
り
云
々
」(

五
悪
段) 

以
上
は
一
例
で
あ
る
が
、
他
に
多
く
の
経
文
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
悲
化
の
一
段
に
お
い
て
、

一
切
の
衆
生
は
蠕
動
の 

類
ま
で
、
善
悪
業
道
の
自
然
を
以
て
三
界
六
道
の
生
死
に
流
転
し
、
輪
廻
の
苦
悩
は
永
遠
に
窮
り
尽
く
る
こ
と
が
な
い
。
こ
こ
に
衆
生
を 

し
て
不
虚
偽
の
処' 

不
輪
転
の
処
、
不
無
窮
の
処
に
置
い
て
、
畢
竟
安
楽
の
大
清
浄
処
を
得
し
め
ん
と
い
う
の
が
如
来
の
本
願
で
あ
る
。
 

こ
の
三
毒
段
の
経
文
の
な
か
に
釈
尊
は
弥
勒
菩
薩
を
呼
ん
で

「
汝
及
び
十
方
の
諸
天
人
民
一
切
の
四
衆
、
永
劫
よ
り
こ
の
か
た
五
道
に
展
転
し
て' 

憂
畏
勤
苦
つ
ぶ
さ
に
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
乃
至
今 

世
ま
で
生
死
絶
え
ず
。
仏
と
相
値
ふ
て
経
法
を
聴
受
し' 

ま
た
ま
た
無
量
寿
仏
を
聞
く
こ
と
を
得
た
り
。
快
き
か
な
、
甚
だ
善
し
、
五口
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な
ん
ぢ
を
助
け
て
喜
ぶ
」

と
説
か
れ
て
い
る
が
、
弥
勒
菩
薩
を
は
じ
め
と
し
て
無
始
曠
劫
よ
り
こ
の
か
た
現
生
に' 

更
に
未
来
に
わ
た
り
て
永
遠
に
業
道
自
然
を
免 

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
無
量
寿
仏
の
御
名
を
聞
く
こ
と
に
よ
り
業
道
の
輪
廻
を
絶
ち
超
え
て
速
に
不
退
転
地
に
住
す
る 

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
次
に
願
力
自
然
は
「
悲
化
段
」
劈
頭
の
経
文
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
必
ず
超
絶
し
て
去
る
こ
と
を
得
て
、
安
養
国
に
往
生
せ
よ
。
横
さ
ま
に
五
悪
趣
を
截
り
、
悪
趣
自
然
に
閉
ぢ
ん
。
道
に
昇
る
こ
と
窮 

極
な
し
。
往
き
易
く
し
て
人
な
し
。
其
の
国
逆
違
せ
ず' 

自
然
の
牽
く
と
こ
ろ
な
り
。
何
ん
ぞ
世
事
を
棄
て
て
勤
行
し
て
道
徳
を
求
め 

ざ
る
や
」

と
あ
り
て
、
親
鸞
の
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
は
こ
れ
を
解
釈
し
て

「
横
截
五
悪
趣
悪
趣
自
然
閉
と
い
ふ
は
、
横
は
よ
こ
さ
ま
と
い
ふ
。
よ
こ
さ
ま
と
い
ふ
は
如
来
の
願
力
を
信
ず
る
が
ゆ
へ
に
行
者
の
は 

か
ら
い
に
あ
ら
ず
、
五
悪
趣
を
自
然
に
た
ち
す
て
四
生
を
は
な
る
る
を
横
と
い
ふ
。
他
力
と
ま
ふ
す
な
り' 

こ
れ
を
横
超
と
い
ふ
な
り
。
 

横
は
竪
に
対
す
る
こ
と
ば
な
り
。
超
は
迂
に
対
す
る
こ
と
ば
な
り
。
竪
は
た
て
さ
ま' 

迂
は
め
ぐ
る
と
な
り' 

竪
と
迂
は
自
力
聖
道
の 

こ
こ
ろ
な
り
。
横
超
は
す
な
わ
ち
他
力
真
宗
の
本
意
な
り
。
截
と
い
ふ
は
き
る
と
い
ふ
。
五
悪
趣
の
き
ず
な
を
よ
こ
さ
ま
に
き
る
な
り
。
 

悪
趣
自
然
閉
と
い
ふ
は
、
願
力
に
帰
命
す
れ
ば
五
道
生
死
を
と
づ
る
ゆ
へ
に
自
然
閉
と
い
ふ
、
閉
は
と
づ
と
い
ふ
な
り
。
本
願
の
業
因 

に
ひ
か
れ
て
自
然
に
む
ま
る
る
な
り
。
昇
道
無
窮
極
と
い
ふ
は
、
昇
は
の
ぼ
る
と
い
ふ
、
の
ぼ
る
と
い
ふ
は
無
上
涅
槃
に
い
た
る' 

こ 

れ
を
昇
と
い
ふ
な
り
。
道
は
大
涅
槃
道
な
り
、
無
窮
極
と
い
ふ
は
、
き
は
ま
り
な
し
と
な
り
。
易
往
而
無
人
と
い
ふ
は
、
易
往
は
ゆ
き 

や
す
し
と
な
り
。
本
願
力
に
乗
ず
れ
ば
、
本
願
の
実
報
土
に
む
ま
る
る
こ
と
う
た
が
ひ
な
け
れ
ば' 

ゆ
き
や
す
き
な
り
。
無
人
と
い
ふ 

は
ひ
と
な
し
と
い
ふ
、
人
な
し
と
い
ふ
は
真
実
信
心
の
人
は
あ
り
が
た
き
ゆ
へ
に
実
報
土
に
む
ま
る
る
人
ま
れ
な
り
と
な
り
。
し
か
れ 

ば
源
信
和
尚
は
報
土
に
む
ま
る
る
人
は
お
ほ
か
ら
ず' 

化
土
に
む
ま
る
る
人
は
す
く
な
か
ら
ず
と
の
た
ま
へ
り
。
其
国
不
逆
違
自
然
之 

所
率
と
い
ふ
は
、
 

其
国
は
そ
の
く
に
と
い
ふ
、
す
な
わ
ち
安
養
浄
刹
な
り
。
不
逆
違
は
さ
か
さ
ま
な
ら
ず
と
い
ふ
、
た
が
は
ず
と
い
ふ
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也' 

逆
は
さ
か
さ
ま
と
い
ふ
、
違
は
た
が
ふ
と
い
ふ
な
り
。
真
実
信
心
を
え
た
る
人
は
大
願
業
力
の
ゆ
へ
に
自
然
に
浄
土
の
業
因
た
が 

は
ず
し
て' 

か
の
業
力
に
ひ
か
る
る
ゆ
へ
に
ゆ
き
や
す
く
無
上
大
涅
槃
に
の
ぼ
る
に
き
は
ま
り
な
し
と
の
た
ま
へ
る
な
り
。
し
か
れ
ば 

自
然
之
所
牽
と
ま
ふ
す
な
り
。
他
力
の
至
心
信
楽
の
業
因
の
自
然
に
ひ
く
な
り
。
こ
れ
を
牽
と
い
ふ
な
り
。
自
然
と
い
ふ
は
行
者
の
は 

か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
と
な
り
」

と
領
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
文
に
如
来
の
本
願
力
自
然
を
読
み
と
ら
れ
た
の
は
親
鸞
の
己
証
で
あ
る
。
い
ま
「
悲
化
段
」
の
教
説
に
よ 

り
一
つ
の
自
然
の
用
語
に
三
自
然
の
意
義
を
と
き
ひ
ら
く
こ
と
に
よ
り' 

単
に
老
荘
思
想
の
人
為
の
は
か
ら
い
を
離
れ
て
お
の
ず
か
ら
し 

か
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
無
為
自
然
の
意
味
に
対
し' 

ま
ず
こ
の
自
然
に
一
如
法
性
の
無
為
自
然
の
涅
槃
界
を
あ
ら
わ
し
て
、
宗
教
的
・
 

超
越
的
・
彼
岸
的
意
義
が
附
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
未
来
と
い
え
ば
純
粋
未
来
の
世
界
で
あ
る
。
そ
の
永
遠
不
生
の
未
来
が
、
す
な
わ 

ち
自
力
の
は
か
ら
い
を
超
え
て
来
り
現
在
し
て
、
生
死
流
転
の
過
去
を
転
滅
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
本
願
力
自
然
が
ひ
と
り
働
く
の
で 

あ
る
。

一
如
法
性
の
無
為
自
然
よ
り
如
来
の
願
力
自
然
の
南
無
阿
弥
陀
仏
が
十
方
法
界
に
響
流
し
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
業
道
自
然 

の
流
転
生
死
の
無
明
海
を
照
ら
し
、
こ
れ
を
召
喚
し
、
こ
れ
を
超
越
転
滅
し
て
、
衆
生
を
し
て
無
為
自
然
な
る
法
性
一
如
の
大
自
然
の
故 

郷
に
迎
え
と
ら
ん
と
は
か
ら
い
た
も
う
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
「
自
然
法
爾
」
の
法
語
に

「
自
然
と
い
ふ
は
も
と
よ
り
し
か
ら
し
む
る
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。
弥
陀
仏
の
御
ち
か
ひ
の
、
 

も
と
よ
り
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず 

し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
と
た
の
ま
せ
た
ま
い
て
、
む
か
へ
ん
と
は
か
ら
は
せ
た
ま
ひ
た
る
に
よ
り
て
、
行
者
の
よ
か
ら
ん
と
も
、
あ
し
か 

ら
ん
と
も
お
も
は
ぬ
を
、
自
然
と
は
ま
ふ
す
ぞ
と
き
き
て
候
。
ち
か
ひ
の
や
う
は
無
上
仏
に
な
ら
し
め
ん
と
ち
か
ひ
た
ま
へ
る
な
り
。
 

抵
上
ム
と
ま
ふ
す
は' 

か
た
ち
も
な
く
ま
し
ま
す
。
か
た
ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
ゆ
へ
に
自
然
と
は
ま
ふ
す
な
り
。
か
た
ち
ま
し
ま
す
と
き 

は' 

無
上
涅
槃
と
は
ま
ふ
さ
ず
。
か
た
ち
ま
し
ま
さ
ぬ
や
う
を
し
ら
せ
ん
と
て' 

は
じ
め
て
弥
陀
仏
と
ぞ
き
き
な
ら
ひ
て
候
。
み
だ
仏 

は
自
然
の
や
う
を
し
ら
せ
ん
れ
う
な
り
云
々
」

と
領
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
く
味
読
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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五

さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
『
無
量
寿
経
』
に
来
た
り
て
「
智
慧
段
」
の
教
説
に
対
応
し
て' 

「
悲
化
」
の
一
段
が
説
か
る
る
所
以
は
、
何
よ 

り
も
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
業
道
流
転
の
生
死
の
苦
悩
海
を
知
ら
し
め
て
、
こ
れ
を
超
ゆ
る
道
と
し
て
信
心
の
智
慧
に
入
ら
し
む
る
こ

と
を
勧
め
た
も
う
こ
と
で
あ
る
。

『
高
僧
和
讃
』(
善
導
讃)

の
な
か
に

五
濁
悪
世
の
わ
れ
ら
こ
そ

金
剛
の
信
心
ば
か
り
に
て

な
が
く
生
死
を
す
て
は
て
て 

自
然
の
浄
土
に
い
た
る
な
り 

信
は
願
よ
り
生
ず
れ
ば 

念
仏
成
仏
自
然
な
り 

自
然
は
す
な
わ
ち
報
土
な
り 

証
大
涅
槃
う
た
が
は
ず 

と
詠
ぜ
ら
れ
て
あ
る
が
、
念
仏
に
よ
っ
て
成
仏
す
る
は
願
力
の
自
然
に
よ
る
も
の
で
あ
り' 

自
然
は
す
な
わ
ち
報
土
な
り
と
は
、
願
力
成

就
の
報
土
は
無
為
自
然
の
涅
槃
界
で
あ
っ
て' 

自
力
の
心
行
の
い
た
ら
ぬ
世
界
で
あ
る
。
善
導
の
『
法
事
讃
』
に

は

「
仏
に
従
っ
て
逍
遙 

し
て
自
然
に
帰
す
、
自
然
は
即
ち
是
れ
弥
陀
国
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
け
だ
し
「
智
慧
段
」(
胎
・
化
段)

の
教
説
に
つ
い
て
は
、

親
鸞
は
二
十
三
番
の
『
疑
惑
和
讃
』
を
製
作
し
て
「
仏
智
不
思
議
の
弥
陀
の
御
ち
か
ひ
を
う
た
が
ふ
っ
み
と
が
を
し
ら
せ
ん
と
も
ら
は
せ 

る
な
り
」
と
添
え
て
い
る
。

不
了
仏
智
の
し
る
し
に
は
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如
来
の
諸
智
を
疑
惑
し
て

罪
福
信
じ
善
本
を 

た
の
め
ば
辺
地
に
と
ま
る
な
り 

自
力
諸
善
の
ひ
と
は
み
な 

仏
智
の
不
思
議
を
う
た
が
へ
ば 

自
業
自
得
の
道
理
に
て 

七
宝
の
獄
に
ぞ
い
り
に
け
る 

罪
福
ふ
か
く
信
じ
つ
つ 

善
本
修
習
す
る
ひ
と
は 

疑
心
の
善
人
な
る
ゆ
へ
に 

方
便
化
土
に
と
ま
る
な
り 

弥
陀
の
本
願
信
ぜ
ね
ば 

疑
惑
を
帯
し
て
む
ま
れ
つ
っ 

は
な
は
す
な
は
ち
ひ
ら
け
ね
ば 

胎
に
処
す
る
に
た
と
へ
た
り 

か
く
本
願
疑
惑
の
罪
を
い
た
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
更
に
こ
の
経
文
に
阿
弥
陀
の
二
十
願
の
成
就
を
仰
が
れ
、
三
願
転
入
の
回

心
の
機
の
自
覚
的
構
造
を
読
み
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
願
力
廻
向
の
信
心
の
智
慧
を
開
顕
し
て
『
無
量
寿
経
』
の
眼
目
た
る
下
巻 

劈
頭
の
本
願
成
就
文
の
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
の
一
念
に
応
じ
た
も
う
如
く
で
あ
る
。
願
力
廻
向
の
金
剛
の
信
心
ば
か
り
に
て
、
 

な
が
く
生 

死
の
迷
闇
を
は
な
れ
て
、
願
生
の
安
心
に
住
し' 

現
生
に
浄
土
往
生
の
業
事
を
成
弁
し
満
足
し
て
不
退
転
地
を
証
し
得
た
の
で
あ
る
。
か
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く
て

「
悲
化
」
の
一
段
は
如
来
の
智
慧
に
照
ら
さ
れ
つ
つ
、
本
願
成
就
文
の
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
罪
相
を
知
ら
し
め
て 

る
教
誡
を
た
れ
た
も
う
と
と
も
に' 

ま
ず
浄
土
の
大
菩
提
心
を
勧
発
し
た
も
う
の
で
あ
る
。
こ
の
大
信
心
を
根
拠
と
し
て
、
超

徳
と
で
も
い
わ
ん
か
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
た
め
て
真
宗
俗
諦
の
精
神
を
、

こ

の
「
悲
化
段
」(

三
毒
・
五
悪
段)

ら
き
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

抑

止

と

摂

取
 

抑
止
の
方
便
と
は
、
摂
取
の
真
実
が
そ
れ
自
ら
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
取
る
と
こ
ろ
の
必
然
の
態
度
で
あ
る
。
本
願
の 

真
実
が
十
方
衆
生
を
摂
取
せ
ん
と
す
る
時
、
そ
の
真
実
が
逆
謗
を
抑
止
せ
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
と
な
る
の
で
越
る
。
十
方
衆
生 

を
摂
取
す
る
真
実
が
逆
謗
を
抑
止
し
、
而
し
て
、
逆
謗
を
抑
止
す
る
方
便
に
よ
り
て
却
っ
て
十
方
衆
生
を
摂
取
す
る
真
実
が 

成
就
す
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
十
方
衆
生
を
呼
ぶ
と
こ
ろ
に
如
来
の
大
悲
心
の
広
さ
が
あ
り
、
唯
除
逆
謗
と
言
は
ね
ば
な 

ら
ぬ
と
こ
ろ
に
如
来
の
大
悲
心
の
深
さ
が
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
唯
除
逆
謗
の
抑
止
こ
そ
は
、
特
に
、
十
方
衆
生
を
摂
取 

す
る
真
実
を
顕
彰
す
る
も
の
で
あ
る
。
抑
止
は
、
摂
取
の
大
悲
心
の
き
わ
ま
り
で
あ
る
。
唯
除
の
限
定
ほ
、
そ
の
限
定
に
依 

り
て
、
却
っ
て
願
心
の
無
限
性
を
現
実
に
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
わ
れ
ら
は
如
来
の
願
心
の
深
さ
を
感
ず
る
こ
と
に 

依
り
て
、
そ
の
広
さ
を
領
会
せ
し
め
ら
る
ゝ
の
で
あ
る
。
若
し
逆
謗
を
除
く
の
言
葉
な
く
ば
、
わ
れ
ら
い
か
で
如
来
の
大
悲 

心
の
逆
謗
に
及
ぶ
こ
と
を
信
知
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
抑
止
さ
る
ゝ
も
の
は
わ
れ
ら
で
あ
り
、
摂
取
さ
る
ゝ
も
の
も
わ
れ 

ら
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
所
謂
無
根
の
信
は,
あ
る
の
で
あ
る
。
 

(
金
子
大
栄
著
『教
行
信
証
講
読
』
信
証
の
卷
よ3
)
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