
法

然

の

罪

障

観

一
 

平
安
朝
末
期
、
法
然
の
浄
土
宗
独
立
以
前
の
仏
教
の
本
流
は
四 

乗
の
聖
道
門
仏
教
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
当
時
、 

そ 

の
仏
教
は
そ
れ
ぞ
れ
自
宗
の
教
義
の
優
位
性
を
確
固
不
動
の
も
の 

と
し
て
誇
示
し
、
政
治
的
に
は
国
家
権
力
と
妥
協
す
る
こ
と
に
よ 

っ
て
教
団
体
制
を
固
持
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
歴
史
的
社
会
的
諸 

矛
盾
と
対
決.
す
る
こ
と
も
な
く
、
信
仰
的
実
存
の
確
立
と
い
う
最 

も
根
源
的
な
課
題
を
も
遊
離
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
故 

仏
教
教
義
が
如
何
に
高
遠
普
遍
な
真
理
の
優
位
を
説
こ
う
と
も
、
 

そ
れ
は
限
ら
れ
た
教
団
体
制
内
に
お
い
て
の
み
存
在
理
由
を
も
つ 

も
の
で
あ
る
と
し
か
い
え
な
い
。
そ
こ
に
あ
っ
て
は
も
は
や
仏
教 

本
来
の
在
る
べ
き
批
判
精
神
を
喪
失
し
、
 

形
骸
化
の
一
途
を
た
ど 

る
よ
り
外
は
な
い
の
で
あ
る
。
浄
土
教
は
そ
の
よ
う
な
仏
教
の
在

江

上
 

浄

信
 

り
方
を
仏
教
本
来
の
在
る
べ
き
相
に
回
復
し
よ
う
と
す
る
批
判
精 

神
の
上
に
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

法

然

は

『
選
択
集
』
教
相
章
に
お
い
て' 

道

綽

の

『
安
楽
集
』 

に
よ
り

「
道
綽
禅
師
、
聖
道
浄
土
の
二
門
を
立
て
ゝ
、
聖
道
を
捨
て
ゝ
、
 

正
し
く
浄
土
に
帰
す
る
の
文
」

と
章
題
を
か
か
げ
、

「
正
明
往
生
浄
土
之
教
」
を

「
三
経
一
論
是 

也
」
と
定
め' 

そ
れ
が
師
資
相
承
せ
ら
れ
た
系
譜
を
述
べ' 

浄
土 

宗
を
立
て
る
の
は
自
己
の
単
な
る
独
断
で
な
い
こ
と
を
顕
示
せ
ら 

れ
た
。
更
に
総
結
三
選
の
文
に
お
い
て

「
夫
れ
、
速
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
は
ば' 

二
種
の
勝
法
の 

中
に
、
且
ら
く
聖
道
門
を
閣
き
て' 

選
び
て
浄
土
門
に
入
れ
。
 

浄
土
門
に
入
ら
ん
と
欲
は
ば
、
正
雑
二
行
の
中
に' 

且
ら
く
諸 

の
雑
行
を
抛
て
て
、
選
び
て
正
行
に
帰
す
べ
し
」
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と
、
聖
道
門
仏
教
と
厳
し
く
対
決
し
、
閣
聖
帰
浄
こ
そ
が
速
か
に 

生
死
を
離
れ
る
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
断
言
し' 

浄
土
宗
独
立
を
宣 

言
せ
ら
れ
た
。
か

か

る

『
選
択
集
』

の
宣
言
は' 

聖
道
門
仏
教
の 

終
末
を
告
げ
る
も
の
で
あ
り
、
根
本
的
な
価
値
転
換
を
迫
る
も
の 

で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
四
十
八
巻
伝
』
に
は 

「
わ
れ
浄
土
宗
を
た
っ
る
心
は
、
凡
夫
の
報
土
に
、
む
ま
る
 ゝ

こ
と
を' 

し
め
さ
ん
が
た
め
な
り
。
も
し
天
台
に
よ
れ
ば
、
凡 

夫' 

浄
土
に
む
ま
る
ゝ
こ
と
を
ゆ
る
す
に
似
た
れ
ど
も
、
浄
土 

を
判
ず
る
事
あ
さ
し
。
も
し
法
相
に
よ
れ
ば' 

浄
土
を
判
ず
る 

事' 

ふ
か
し
と
い
へ
ど
も' 

凡
夫
の
往
生
を
ゆ
る
さ
ず
。
諸
宗 

の
所
談' 

こ
と
な
り
と
い 

へ
ど
も
、
す
べ
て' 

凡
夫
報
土
に
む 

ま
る
、
こ
と
を
ゆ
る
さ
ざ
る
ゆ
へ
に
、
善
導
の
釈
義
に
よ
り
て' 

浄
土
宗
を
た
っ
る
時
、
す
な
は
ち
凡
夫
報
土
に
む
ま
る
ゝ
事
あ 

ら
は
る
ゝ
な
り
。
〈
乃
至
〉
こ
れ
ま
た
く
勝
他
の
た
め
に
あ
ら 

ず
」

と' 

法
然
は
自
ら
の
座
を
既
成
教
団
か
ら
疎
外
さ
れ
た
無
告
の
大 

衆
の
苦
悶
の
只
中
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て' 

現
実
の
苦
難
を
超
克 

し
て
ゆ
く
求
道
的
実
践
的
救
済
の
道
を
開
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

蓋
し
、
法
然
を
し
て
閣
聖
帰
浄
を
い
わ
し
め
る
に
い
た
る
ま
で 

に
は' 

長
い
精
神
の
彷
徨
の
過
程
が
あ
っ
た
。
黒
谷
の
報
恩
蔵
に 

お
い
て
一
切
経
を
披
閲
す
る
こ
と
五
遍
と
い
わ
れ
な
が
ら
も
、
真

に
安
住
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
苦
悶
を
『
四
十
ハ 

巻
伝
』

に
は

「
出
離
の
道
に
わ
づ
ら
ひ
て' 

身
心
や
す
か
ら
ず
」 

と
の
告
白
を
記
し' 

更
に

「
こ
ゝ
に
我
等
が
ご
と
き
は
、
す
で
に
戒
定
慧
の
三
学
の
器
に 

あ
ら
ず
、

こ
の
三
学
の
ほ
か
に
、
我
心
に
相
応
す
る
法
門
あ
り 

や' 

我
身
に
堪
た
る
修
行
や
あ
る
」

と
伝
え' 

南
都
北
嶺
に
教
え
を
求
め
て
も' 

法
然
の
心
中
は
空
転 

す
る
の
み
で
あ
っ
て' 

機
教
不
相
応
を
深
く
歎
か
ざ
る
を
得
な
か 

っ
た
。
ま
こ
と
に
教
法
が
如
何
に
高
遠
な
真
理
を
説
い
て
も' 

機 

教
相
応
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
教
法
は
全
く
無
価
値
に
外
な
ら
な
い
。
 

法
然
は
か
か
る
聖
道
門
仏
教
の
宗
教
的
実
践
の
破
綻
を
通
し
て' 

善

導

の

『
観
経
疏
』
を
読
み

「
一
心
に
専
ら
弥
陀
の
名
号
を
念
じ' 

行
往
坐
臥
時
節
の
久
近 

を
問
は
ず
、
念
念
に
捨
て
ざ
れ
ば
、
是
を
正
定
の
業
と
名
づ
く
、
 

彼
の
仏
願
に
順
ず
る
が
故
に
」

の
文
に
遭
遇
し
、
は
じ
め
て
精
神
の
黎
明
を
体
験
し
た
の
で
あ
る
。
 

『
念
仏
大
意
』
に

「
末
代
悪
世
の
衆
生' 

往
生
の
心
ざ
し
を
い
た 

さ
ん
に
を
き
て
は
、
又
他
の
つ
と
め
あ
る
べ
か
ら
ず
た
だ
、
善
導 

の
釈
に
っ
ゐ
て
、

一
向
専
修
の
念
仏
門
に
い
る.
へ
き
な
り
。

〈
乃 

至
〉
仏
道
修
行
は' 

よ
く
よ
く
身
を
壮
か
り' 

時
を
は
か
る
べ
き

45



な
り
」
と
い
い
、
ま
た
『
十
六
門
記
』

に
は'

「
予
が
如
き
下
機
の 

行
法
は
、
阿
弥
陀
仏
の
法
蔵
因
仏
の
昔' 

か
ね
て
定
め
置
か
る
る 

を
や
」
と
、
自
己
の
分
限
に
立
脚
し' 

自
ら
の
実
存
を
根
底
的
に 

支
え
る
念
仏
の
法
が' 

末
代
の
凡
夫
の
選
び
に
先
立
っ
て
、
如
来 

の
側
よ
り
時
機
相
応
の
法
と
し
て
選
び
と
ら
れ
て
い
た
と
い
う
選 

択
本
願
の
根
源
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
も
、
そ
れ
が
歴 

史
の
底
辺
に
あ
る
大
衆
の
願
い
と
し
て
、
歴
史
の
底
を
流
れ
て
い 

る
唯
一
の
仏
教
の
本
流
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 

そ
れ
故
批
判
精
神
は
他
に
対
す
る
と
い
う
よ
り' 

自
ら
の
中
に
あ 

る
形
骸
化
に
志
向
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
法
然
の
罪
障
観
に
つ
い
て
、
そ
の
厳
し
い
批
判
精
神 

を
窺
い
つ
つ
、
信
仰
的
実
存
の
確
立
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か 

を
推
究
し
て
み
た
い
。

二

法
然
の
浄
土
教
が
末
法
思
想
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
は
今
更 

論
ず
る
ま
で
も
な
い
が' 

法
然
以
前
に
あ
っ
て
は
末
法
思
想
は
ど 

の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

末
法
思
想
は' 

周
知
の
如
く
、
正
像
末
の
仏
教
史
観
で
あ
り
、
 

釈
尊
滅
後
の
五
百
年
を
正
法
、
千
年
を
像
法
、
以
後
を
末
法
と
す 

る
時
代
区
分
は' 

釈
尊
の
時
代
を
遠
く
へ
だ
た
る
に
し
た
が
っ
て

人
間
の
機
根
の
衰
退
し
て
ゆ
く
こ
と
を
教
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
末
法
思
想
が
、
日
本
仏
教
史
上
具
体
的
に
説
示
さ
れ
る
の
は 

『
末
法
灯
明
記
』

で
あ
ろ
う
。

し
か
も
こ
の
書
が
以
後
の
思
想 

界
に
与
え
た
影
響
は
大
で
あ
る
が
今
は
そ
れ
に
直
接
触
れ
る
暇
が 

な
い
。
平
安
朝
の
仏
教
は' 

像
法
か
ら
末
法
へ
の
時
代
的
転
換
に 

あ
っ
た
た
め
、
当
時
の
政
治
不
安
、
宗
教
の
堕
落
、
社
会
的
混
乱 

と
結
び
つ
い
て' 

末
法
に
際
会
し
た
宿
命
的
悲
痛
は
人
々
を
動
揺 

さ
せ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

『
扶
桑
略
記
』

の
永
承
七
年
の
条 

に
は
、

「
今
年
始
め
て
末
法
に
入
る
」
と
記
さ
れ
、

こ
れ
が
支
配 

的
意
見
と
な
り' 

僧
徒
の
濫
妨
や' 

う
ち
つ
づ
く
兵
乱
は
闘
靜
堅 

固
の
予
言
を
実
証
す
る
か
の
如
く
、
入
末
法
は
一
層
深
刻
と
な
っ 

た
。
し
か
し
、
末
法
は
正
法
像
法
に
次
ぐ
歴
史
的
時
間
の
過
程
と 

し
て
受
け
と
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
は
客
体
的
必
然
で
あ
っ
て 

主
体
的
危
機
感
と
し
て
は
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
社
会 

的
出
来
事
が
直
ち
に
末
法
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
を
末
法
的
出 

来
事
と
し
て
意
味
づ
け
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
現
実
の
世
界
は
濁 

世
と
し
て
受
け
と
ら
れ
、
穢
土
と
し
て
把
握
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

し
か
し' 

そ
こ
に
は
末
法
は
外
的
な
も
の' 

宿
命
的
な
も
の
と
し 

て
受
け
と
ら
れ
た
か
ら
、
な
お
主
体
的
絶
望
と
い
う
も
の
は
な
い
。
 

末
法
が
歴
史
的
必
然
で
あ
る
か
ぎ
り
、
な
お
末
法
は
客
体
的
対
象 

的
で
あ
っ
て' 

感
覚
的
詠
歎
的
に
受
け
と
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
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し
か
し
、

こ
う
し
た
歴
史
的
社
会
的
変
動
期
に
お
い
て
、
末
法 

的
危
機
感
を
深
く
受
け
止
め
た
の
が
源
信
で
あ
っ
た
。
源
信
は
終 

世
実
践
的
な
天
台
浄
土
教
の
完
成
を
志
向
し
つ
つ' 

他
方
に
お
い 

て
は
時
代
の
要
求
に
答
え
て
大
衆
仏
教
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て 

い
っ
た
。
即

ち

『
往
生
要
集
』

の
冒
頭
に
は
「
夫
れ
往
生
極
楽
の 

教
行
は' 

濁
世
末
代
の
目
足
な
り
」
と
い
っ
て' 

こ
の
教
法
は
道 

俗
貴
賤
の
す
べ
て
が
帰
順
す
べ
き
も
の
で
あ
り' 

「
予
が
如
き
頑 

魯
の
者
」
と
い
う
深
い
反
省
に
お
い
て' 

易
覚
易
行
の
念
仏
一
門 

が
示
さ
れ' 

「
往
生
の
業
に
は
念
仏
を
本
と
な
す
」
と
見
開
か
れ 

た
の
で
あ
る
。
蓋
し' 

そ
の
念
仏
に
は
観
念
と
称
念
の
二
法
が
あ 

り' 

源
信
の
立
場
は
あ
く
ま
で
観
念
の
念
仏
を
志
向
し
つ
つ' 

こ 

れ
に
堪
え
得
な
い
者
に
の
み
称
名
念
仏
を
勧
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ 

た
。
ま
こ
と
に
源
信
の
教
学
の
歴
史
的
意
味
は' 

一
方
に
は
出
家 

修
道
者
に
道
徳
の
破
綻
を
反
省
せ
し
め
、
他
方
に
は
在
家
修
福
者 

に
人
生
の
帰
趣
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

か
か
る
源
信
の
真 

意
を
見
出
し
た
の
が
法
然
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
、
法
然
に
お
い
て 

末
法
思
想
は
如
何
に
把
握
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

『
選
択
集
』

の
初
め
に
『
安
楽
集
』

の
文
を
引
い
て 

「
当
今
は
末
法' 

是
れ
五
濁
悪
世
な
り
。
唯
浄
土
の
一
門
の
み 

有
っ
て
通
入
す
べ
き
路
な
り
」

と
顕
示
さ
れ
た
。
仏
教
は
聖
浄
二
門
に
分
か
れ
る
が' 

聖
道
門
は

法
然
に
お
い
て
は
正
像
の
時
代
の
教
で
あ
っ
て
、

「
我
末
法
の
時 

中
の
億
々
の
衆
生
、
行
を
起
し' 

道
を
修
す
と
も
未
だ
一
人
も
得 

る
者
有
ら
ず
」' 

末
法
濁
世
に
お
い
て
は' 

も
は
や
行
証
は
不
可 

能
で
あ
る
と
鋭
く
批
判
し
、
更
に

「
復
一
切
衆
生
、
 

都
て
自
ら
量
ら
ず
、
若
し
大
乗
に
拠
ら
ば
、
 

真
如
実
相
第
一
義
空
、
曾
っ
て
未
だ
心
に
お
か
ず
。
若
し
小
乗 

を
論
ぜ
ば
見
諦
修
道
に
修
入
し' 

乃
至
那
含
・羅
漢' 

五
下
を
断 

じ
、
五
上
を
除
く
こ
と
道
俗
を
問
ふ
こ
と
な
く
、
未
だ
其
の
分 

に
有
ら
ず
。
縦
ひ
人
天
の
果
報
有
れ
ど
も
、
皆
五
戒
十
善
の
た 

め
に
、
能
く
此
の
報
を
招
く
。
然
も
持
ち
得
る
者
は
甚
だ
希
な 

り
。
若
し
起
悪
造
罪
を
論
ぜ
ば
、
何
ぞ
暴
風
駛
雨
に
異
ら
ん
」 

と
末
法
の
時
代
は' 

起

悪(

煩
悩)

造

罪(

悪
業)

の
は
げ
し
き
こ
と 

暴
風
駛
雨
に
異
ら
ず
、
道
俗
を
問
う
こ
と
な
く'

い
ま
だ
そ
の
分 

に
あ
ら
ず
と
歴
史
的
危
機
意
識
が
そ
の
ま
ま
実
存
そ
の
も
の
の
危 

機
意
識
と
し
て
、
主
体
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
れ
ば' 

『
念
仏
大
意
』

に

「
仏
道
修
行
は' 

よ
く
よ
く
身
を
は
か
り
、
時
を
は
か
る.
へ
き 

な
り
。
仏
の
滅
後
第
四
の
五
百
年
に
だ
に
、
智
慧
を
み
が
き
て 

煩
悩
を
断
ず
る
事
か
た
く
、
心
を
す
ま
し
て
禅
定
を
え
ん
事
か 

た
き
が
ゆ
へ
に
、
人
お
ほ
く
念
仏
門
に
い
り
け
り
。
す
な
は
ち 

道
綽' 

善
導
等
の
、
浄
土
宗
の
聖
人
こ
の
時
の
人
な
り
、
い
は
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ん
や
こ
の
ご
ろ
は
、
第
五
の
五
百
年
闘
靜
堅
固
の
時
也
。
他
の 

行
法
さ
ら
に
成
就
せ
ん
事
か
た
し' 

し
か
の
み
な
ら
ず
念
仏
に 

を
き
て
は
末
法
の
の
ち
、
な
お
利
益
あ
る
べ
し
、

い
は
ん
や
い 

ま
の
世
は
末
法
万
年
の
は
じ
め
也
」 

と
い
わ
れ
る
よ
う
に' 

仏
道
修
行
に
は
時
と
機
、
即
ち
時
代
性
と 

人
間
性
と
に
つ
い
て
の
反
省
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
然
に
お 

い
て' 

時
は
す
で
に
像
法
を
終
っ
て
末
法
の
初
め
に
入
っ
た
と
い 

う
自
覚
は
、
教
団
の
頹
廃
と' 

そ
の
反
映
と
見
る.
へ
き
社
会
の
混 

乱
と
い
う
歴
史
的
社
会
的
情
況
を
通
し
て
、
更
に
本
源
的
に
人
間 

の
業
障
に
も
と
づ
く
人
間
苦
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

こ
の
人
間
苦 

は
時
代
や
国
土
を
離
れ
て' 

ひ
と
し
く
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
受
け 

な
く
て
は
な
ら
な
い
苦
悩
で
あ
っ
た
。
即
ち
法
然
に
と
っ
て
末
法 

の
自
覚
は
時
代
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
く'

人
間
の
実
存
に
結
び 

つ
く
の
で
あ
る
。
従

っ

て

「
世
は
す
で
に
末
法
な
り
、
人
み
な
悪 

人
」
で
あ
っ
た
。

か
か
る
末
法
五
濁
の
時
で
あ
り
、

人
は
み
な 

「
下
根
下
智
」
で
あ
る
と
い
う
危
機
意
識
が
浄
土
の
一
門
の
み
あ
っ 

て
通
入
す
べ
き
路
と
し
て
、
決
断
を
う
な
が
す
も
の
と
な
ら
ざ
る 

を
得
な
い
。
し
か
し' 

存
在
の
根
拠
を
何
処
に
も
見
出
し
得
な
い 

生
死
罪
濁
の
身
が' 

存
在
の
根
源
を
浄
土
と
し
て
獲
得
せ
し
め
る 

も
の
は' 

『
大
経
』

流
通
分
に
説
か
れ
た 

「
当
来
の
世' 

経
道 

滅
尽
せ
ん
、
我
慈
悲
哀
愍
を
以
て' 

特
に
此
経
を
留
め
ん
こ
と
止

住
百
歳
な
ら
ん
」
で
あ
り
、
法
然
に
と
っ
て
特
留
此
経
止
住
百
歳 

と
ほ
、
 

特
留
念
仏
止
住
百
歳
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
蓋
し
、
 

「
念 

仏
は
是
れ
法
蔵
此
丘
二
百
一
十
億
之
中
に
お
い
て
選
択
せ
ら
れ
る 

往
生
之
行
」
で
あ
る
か
ら
、

「
諸
行
往
生
は
近
く
末
法
万
年
の
時 

に
局
れ
り
。
念
仏
往
生
は
遠
く
法
滅
百
歳
の
代
を
霑
す
」

の
で
あ 

る
。

『
十
二
問
答
』
に
は

「
末
法
の
中
に
は
、
持
戒
も
な
く
破
戒
も
な
し
、
た
だ
名
字
の 

比
丘
ば
か
り
あ
り
と' 

伝
教
大
師
の
末
法
燈
明
記
に
か
き
給
へ 

る
う
へ
に
は
、
な
に
と
て
持
戒
破
戒
の
沙
汰
を
ば
す
べ
き
ぞ
、
 

か
か
る
ひ
ら
凡
夫
の
た
め
に
、
お
こ
し
た
ま
へ
る
本
願
な
れ
ば 

と
て' 

い
そ
ぎ'

名
号
を
称
す
べ
し
」 

と
い
っ
て' 

末
法
濁
世
な
る
が
故
に
却
っ
て
救
済
の
道
を
開
示
さ 

れ
た
の
が
仏
の
本
願
で
あ
っ
た
。
そ
の
本
願
こ
そ
、
念
仏
に
結
帰 

す
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
名
号
を
称
え
る
こ
と
の
な
か
に
、
末
法 

の
機
た
る
十
悪
五
逆
の
救
わ
れ
る
道
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

ま
こ
と
に
法
然
に
あ
っ
て
は
末
法
思
想
を
境
位
的
客
体
的
な
も 

の
と
せ
ず' 

そ
れ
を
主
体
的
危
機
意
識
、
主
体
的
罪
障
と
し
て
把 

握
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
末
法
が
客
体
的
な
も
の
か
ら
主
体
的
に
、
 

外
か
ら
内
に
自
覚
さ
れ
た
と
き' 

そ
れ
は
罪
の
自
覚
と
な
る
の
で 

あ
る
。
煩
悩
具
足
、
 

下
根
下
智
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
と
き' 

末
法 

は
も
は
や
単
な
る
歴
史
的
時
間
過
程
で
は
な
い
。
末
法
は
む
し
ろ
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自
己
が
地
獄
必
堕
で
あ
る
と
い
う
機
の
自
覚
の
な
か
に
見
出
さ
れ 

た
の
で
あ
っ
て
、
末
法
は
内
在
化
さ
れ
た
危
機
意
識
に
外
な
ら
な 

い
。

い
わ
ば
末
法
の
永
遠
化
、
即
ち
末
法
は
常
に
現
存
す
る
も
の 

永
遠
の
現
在
で
あ
る
。
五
濁
悪
世
な
る
が
故
に
罪
濁
か
ら
離
脱
で 

き
な
い
の
で
は
な
く
て
、
罪
濁
の
機
で
あ
る
が
故
に
五
濁
悪
世
で 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
客
体
か
ら
主
体
へ
の
方
向
が
、
主
体
か
ら 

客
体
へ
の
方
向
に
転
換
し
た
と
こ
ろ
に
法
然
に
お
け
る
末
法
の
自 

覚
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。

絶
望
を
絶
望
に
お
い
て
破
る
も
の' 

末
法
を
末
法
に
お
い
て
突 

破
す
る
も
の
は
、
絶
望
を
絶
望
の
ま
ま
に
、
末
法
を
末
法
の
ま
ま 

に
包
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
弥
陀
の
本
願
と
し 

て
受
け
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
罪
悪
の
人
を
善
人
に
、
悪
を
善
に 

よ
っ
て
償
う
こ
と
で
絶
望
を
破
る
の
で
は
な
い
。
悪
人
を
悪
人
と 

し
て
、
凡
夫
を
凡
夫
と
し
て
救
い
と
る
と
こ
ろ
に
仏
の
本
願
が
あ 

っ
た
。
末
法
的
絶
望
を
末
法
に
お
い
て
超
克
し
た
の
は
、
ま
さ
に 

末
世
相
応
の
正
法
の
発
見
で
あ
っ
た
。

「
時
機
を
叩
け
ば
当
に
繞 

運
に
当
る
な
り
、
念
仏
の
行
は
水
月
に
感
じ
て
昇
降
を
得
た
り
」 

で
あ
り
、
親

鸞

の

「
浄
土
の
真
宗
は
在
世
正
法
、
 

像
末
法
滅
濁
悪 

の
群
前' 

斉
し
く
悲
引
す
る
な
り
」
と
い
う
自
覚
が
末
法
即
正
法 

と
し
て
、
末
法
的
絶
望
が
末
法
的
歓
喜
に
転
換
し
た
の
で
あ
る
。
 

親

鸞

が

「
穢
悪
濁
世
の
群
生
、
末
代
の
旨
際
を
知
ら
ず' 

僧
尼

の
威
儀
を
毁
り
、
今
時
の
道
俗
己
が
分
を
思
量
せ
よ
」
と
厳
し
く 

批
判
し' 

「
自
力
聖
道
の
菩
提
心' 

こ
こ
ろ
も
こ
と
ば
も
お
よ
ば 

れ
ず' 

常
没
流
転
の
凡
愚
は
、

い
か
で
か
発
起
せ
し
む.
へ
き
」 

「
正
法
の
時
機
と
お
も
へ
ど
も' 

底
下
の
凡
愚
と
な
れ
る
身
は' 

清
浄
真
実
の
こ
こ
ろ
な
し
、
発
菩
提
心
い
か
が
せ
ん
」
と
既
成
仏 

教
に
対
す
る
批
判
と' 

罪
障
へ
の
自
己
凝
視
、
底
下
の
凡
愚
と
し 

て
の
自
己
悲
嘆
は
法
然
の
内
奥
を
彰
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て 

い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
法
然
に
お
け
る
主
体
的
罪 

障
の
内
実
は
如
何
に
展
開
さ
れ
、
深
め
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
論
を 

進
め
て
み
た
い
。

三

法
然
は
当
時' 

智
慧
第
一
の
法
然
房
と
時
人
に
駆
わ
れ
な
が
ら 

自
己
自
身
を

「
愚
痴
の
法
然
房
」
、
「
十
悪
の
法
然
房
」
、
「
烏
帽
子 

も
着
ざ
る
男
な
り
」
と
い
い' 

念
仏
者
の
心
構
え
と
し
て
「
一
文 

不
知
の
愚
鈍
の
身
に
な
し
て
尼
入
道
の
無
知
の
と
も
が
ら
に
同
じ 

う
し
て
」
と
も
告
白
さ
れ
て
い
る
。
法
然
に
あ
っ
て
は
、
自
己
は 

解
決
を
迫
ら
れ
る
苦
悩
の
主
体
で
あ
り
、
か
か
る
苦
悩
を
救
う
は 

た
ら
き
が' 

時
機
相
応
の
法
と
し
て
、
末
代
濁
世
の
凡
夫
の
選
び 

に
先
立
っ
て
、
如
来
の
側
よ
り
選
び
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
愚
痴
、

無
知
、

十
悪
と
い
う
規
定
は
、

末
法
濁
世
に
流
転
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す
る
自
己
の
罪
悪
と
無
知
に
対
す
る
主
体
的
自
覚
を
い
う
の
で
あ 

る
。

こ
の
主
体
的
自
覚
的
構
造
を
明
か
し
た
も
の
が'

『
選
択
集
』 

三
心
章
に
引
文
さ
れ
て
い
る
善
導
の
『
散
善
義
』
深
心
釈
で
あ
る
。
 

即
ち

「
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
な
り' 

曠
劫
よ
り
己
来 

常
に
没
し' 

常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
有
る
こ
と
な
し
」 

と
い
う
自
己
内
省' 

お
よ
び

「
彼
の
阿
弥
陀
仏
、
四
十
八
願
を
以
て
衆
生
を
摂
受
し
た
ま
ふ
、 

疑
な
く
慮
り
な
く
彼
の
願
力
に
乗
じ
て' 

定
め
て
往
生
を
得
」 

と
い
う
絶
対
帰
依
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
往
生 

大
要
抄
』
に
「
こ
の
釈
の
殊
に
心
に
そ
み
て
覚
へ
は
ん
べ
る
な
り
」 

と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
法
然
に
は
深
い
感
慨
の
あ
っ
た
こ
と
が 

窺
わ
れ
る
。
ま
こ
と
に
機
の
深
心
に
は' 

苦

悩

・
罪
業
を
負
荷
す 

る
自
己
凝
視
が
あ
る
。
時
代
の
苦
悩
は
、
そ
の
内
観
が
深
け
れ
ば 

深
い
ほ
ど
、
却
っ
て
自
己
の
業
に
も
と
づ
く
こ
と
が
頷
か
れ
た
こ 

と
で
あ
ろ
う
。
罪
悪
深
重
と
い
う
観
念
が
あ
っ
て
、 

我
々
が
そ
れ 

を
自
己
の
こ
と
と
し
て
信
ず
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
罪
悪
生 

死
の
自
傷
は
人
間
の
実
存
そ
の
も
の
に
も
と
づ
く
の
で
あ
り
、 

客 

観
的
に
眺
め
ら
れ
た
り
、
対
象
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で 

あ
る
。
罪
悪
生
死
は
我
等
自
身
で
あ
り
、
我
々
自
身
は
罪
悪
生
死 

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
た
と
え
我
々
が
罪
悪
生
死' 

罪
悪

深
重
の
意
味
を
説
い
て
も
、
も
は
や
観
念
に
堕
し
、
現
に
我
々
を 

悲
痛
せ
し
め
る
実
存
そ
の
も
の
で
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
罪
悪
生
死
の
凡
夫
は' 

生
死
の
世
界
に
あ
っ
て
常
に
苦 

悩
し
な
が
ら' 

決
し
て
生
死
を
離
れ
る
こ
と
の
な
い
煩
悩
的
存
在 

と
し
て
、
罪
を
犯
し
悪
を
重
ね
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
存
在
で 

あ
る
。
し
か
も
真
実
に
背
く
よ
う
に
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
自
己 

の
現
実
で
あ
り
つ
つ' 

同
時
に
自
己
の
置
か
れ
て
い
る
社
会
の
現 

実
に
外
な
ら
な
い
。

「
曠
劫
よ
り
己
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し 

て
、 

出
離
の
縁
有
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
こ
と
も
、 

か
か
る
苦
悩 

の
深
さ
と
し
て
内
観
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
過
去
、
現
在
、
未
来 

の
三
世
に
わ
た
っ
て
流
転
す
る
現
存
在
と
し
て
の
危
機
意
識
で
あ 

る
。
し
か
も
法
然
の
愚
痴
、
無
知' 

十
悪
の
表
現
は
歴
史
的' 

社 

会
的
制
約
を
受
け
、
生
死
の
苦
難
に
あ
え
い
で
い
る
大
衆
の
姿
が 

そ
の
ま
ま
受
け
止
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
 

『
選
択
集
』
教

相

章

の

『
安
楽
集
』

の
引
文
に

「
一
切
衆
生
皆
仏
性
有
り
ゝ
遠
劫
よ
り
以
来
多
仏
に
値
う
べ
し
。
 

何
に
因
っ
て
か
今
に
至
る
ま
で
、
な
を
自
ら
生
死
に
輪
廻
し
て
、 

火
宅
を
出
で
ざ
る
や
」

と
深
い
悲
痛
の
底
か
ら
、

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
仏
に
な
る
べ
き 

因
を
具
え
、
ま
た
遠
劫
己
来
多
仏
に
値
う
て
仏
に
な
る
べ
く
縁
を 

具
え' 

内
因
外
縁
具
足
し
て
い
な
が
ら
、 

何
故
に
今
な
お
生
死
に
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輪
廻
し
て
、
火
宅
に
あ
る
か
と
い
う
問
は' 

道
綽
の
問
で
あ
り
っ 

つ' 

法
然
の
問
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
『
登
山
状
』
に
は 

「
そ
れ
流
浪
三
界
の
の
ち
、

い
づ
れ
の
界
に
を
も
む
き
て
か
、
 

釈
尊
の
出
世
に
あ
は
ざ
り
し
。
輪
廻
四
生
の
あ
ひ
だ
、
 

い
づ
れ 

の
生
を
う
け
て
か
、
如
来
の
説
法
を
き
か
ざ
り
し
。
花
厳
開
講 

の
む
し
ろ
に
も
ま
じ
は
ら
ず
、
般
若
演
説
の
座
に
も
つ
ら
な
ら 

ず' 

鷲
峯
説
法
の
に
は
に
も
の
ぞ
ま
ず' 

鶴
林
涅
槃
の
み
ぎ
り 

に
も
い
た
ら
ず
、
わ
れ
舎
衛
の
三
億
の
家
に
や
ど
り
け
ん' 

し 

ら
ず
地
獄
ハ
熱
の
そ
こ
に
や
す
み
け
ん' 

は
づ
べ
し-
—-

ゝ
か 

な
し
む
べ
し
一̂

」

と
い
っ
て
、
生
死
流
転
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
生
死
流
転
は 

道
綽
、
法
然
の
上
に
の
み
見
ら
る
べ
き
で
は
な
く
我
々
の
現
実
に 

外
な
ら
な
い
。
人
間
は
内
奥
に
仏
性
を
宿
し
、
真
如
を
体
と
す
る 

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
な
お
観
念
的
で
あ
っ
て
現
実
的
主
体
は
常 

に
煩
悩
的
、
迷
妄
的
で
あ
る
。
火
宅
を
出
で
ざ
る
は
遠
劫
以
来
数 

多
く
出
世
さ
れ
た
仏
に
値
遇
す
る
こ
と
な
く'

た
と
え
値
遇
す
る 

こ
と
が
あ
っ
て
も' 

煩
悩
に
よ
っ
て
仏
の
教
え
に
随
順
せ
ず
、
却 

っ
て
仏
に
背
き
、
如
来
の
説
法
を
聞
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 

凡
そ
、
仏
教
で
は
煩
悩
の
在
り
方
を
根
本
煩
悩
と
し
て
六
種
と 

す
る
が' 

貪
瞋
痴
の
三
つ
は
人
間
の
身
体
性(
自
然
的
自
我)

に
も 

と
づ
く
と
す
れ
ば
、

慢
疑
見
の
三
つ
は
む
し
ろ
人
間
の
精
神
性

(

理
性
的
自
我)

に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

法
然
は 

煩
悩
が
人
間
か
ら
離
れ
な
い
こ
と
を
『
念
仏
往
生
要
義
抄
』

に 

「
煩
悩
具
足
し
て' 

わ
ろ
き
身
を
も
て' 

煩
悩
を
断
じ' 

さ
と 

り
を
あ
ら
は
し
て
成
仏
す
と
意
え
て
昼
夜
に
は
げ
め
ど
も
無
始 

よ
り
貪
瞋
具
足
の
身
な
る
が
ゆ
へ
に
、
な
が
く
煩
悩
を
断
ず
る 

こ
と
か
た
き
な
り
、
か
く
断
じ
が
た
き
無
明
煩
悩
を
三
毒
具
足 

の
心
に
て
断
ぜ
ん
と
す
る
事
、
た
と
へ
ば
須
弥
を
針
に
く
だ
き 

大
海
を
芥
子
の
ひ
さ
く
に
て
く
み
つ
く
さ
ん
が
ご
と
し
」 

と
顕
説
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
断
ち
得
な
い
も
の
を
断
ち 

得
る
か
の
如
く
思
惟
す
る
と
こ
ろ
に' 

却
っ
て
人
間
の
自
己
過
信 

が
あ
る
。
そ
の
限
り
「
か
ゝ
る
身
に
て
は
い
か
で
か
修
行
学
道
を 

し
て
成
仏
は
す
べ
き
ゃ
」
と
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
煩
悩
具
足 

の
凡
夫
が
自
ら
煩
悩
を
離
脱
で
き
る
と
す
る
自
己
過
信
は
、
な
お 

自
己
の
理
性
的
な
自
我
、
即
ち
疑
慢
見
の
煩
悩
に
固
執
す
る
と
こ 

ろ
か
ら
起
る
の
で
あ
る
。
源

信

は

『
往
生
要
集
』
下

に

『
大
智
度 

論
』
を

引

い

て

「
雨
堕
れ
ば
山
頂
に
住
ま
ら
ず
し
て
必
ず
下
処
に 

帰
す
る
が
ご
と
し
、
も
し
人
僑
心
に
て
自
ら
高
く
す
れ
ば
法
水
入 

ら
ず
」
と
こ
の
立
場
を
説
い
て
い
る
。
僑
慢
心
こ
そ
凡
夫
的
自
覚 

を
否
定
し' 

自
己
を
仏
の
位
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ 

て' 

そ
こ
に
罪
が
考
え
ら
れ
る
。
仏
願
力
を
否
定
し' 

救
済
を
も 

反
撥
す
る
も
の
こ
そ' 

理
性
的
煩
悩
が
自
己
の
限
界
を
知
ら
ず
、
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無
限
に
自
己
を
過
信
す
る
こ
と
で' 

そ
れ
こ
そ
理
性
の
僑
慢
で
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
煩
悩
が
罪
と
さ
れ
る
の
は
慢
疑
見 

の
理
性
的
自
我
の
在
り
方
で
あ
っ
て' 

『
大
経
』
に

は

「
謙
敬
に 

し
て
聞
き
て
奉
行
し' 

踊
躍
し
て
大
い
に
歓
喜
す
、
惰
慢
と
弊
と 

懈
怠
と
は
以
て
此
の
法
を
信
じ
難
し
」
と
、
惰
慢
が
仏
願
力
を
遮 

ぎ
り
、
そ
れ
が
宗
教
的
罪
を
は
ら
ん
で
く
る
の
で
あ
っ
て
、
慢
が 

重
視
さ
れ
て
い
る
。

法

然

が

「
聖
道
門
の
修
行
は
智
慧
を
き
は
め
て
生
死
を
は
な
れ. 

浄
土
門
の
修
行
は
愚
痴
に
か
へ
り
て
極
楽
に
む
ま
る
」
と
批
判
さ 

れ
る
よ
う
に
「
愚
痴
に
か
へ
る
」
と
こ
ろ
に
門
は
開
か
れ
る
の
で 

あ
る
。

「
愚
痴
に
か
へ
る
」
と
は' 

あ
く
ま
で
も
宗
教
的
決
断
に 

も
と
づ
く
も
の
で
あ
り' 

自
ら
の
宿
業
を
通
し
て
、
愚
悪
性
に
徹 

す
る
こ
と
で
あ
り
、
凡
夫
の
自
覚
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。

か
か
る 

立
場
に
立
ち
な
が
ら
も
、 

惰
慢
の
我
執
を
『
念
仏
行
者
訓
条
』
に 

「
わ
が
ち
か
ら
に
て
往
生
す
る
事
な
ら
ば
こ
そ
、
わ
れ
か
し
こ 

し
と
い
ふ
慢
心
を
ば
を
こ
さ
め
、
も
し
僑
慢
の
心
だ
に
も
を
こ 

り
な
ば
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
願
に
は
、
そ
む
き 

ぬ
る
も
の
な
れ
ば
、
弥
陀
も
諸
仏
も
護
念
し
給
は
ず
な
り
ぬ
れ 

ば' 

悪
魔
の
た
め
に
も
な
や
ま
さ
る
る
也
。
返
々
も
惰
慢
の
心 

を
を
こ
す
べ
か
ら
ず
」

と
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。
慢
の
煩
悩
が
罪
悪
と
考
え
ら
れ
る

と
共
に
、
慢
と
い
う
自
己
過
信
は
疑
へ
結
び
つ
く
の
で
あ
っ
て 

「
生
死
の
家
に
は
疑
を
以
て
所
止
と
な
す
」 

と
い
い' 

六
道
流
転
は
疑
煩
悩
が
根
本
煩
悩
と
し
て
生
死
の
業
因 

と
な
る
こ
と
を
顕
示
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
罪
は
貪
顚
痴 

の
煩
悩
に
あ
る
こ
と
は
勿
論
な
が
ら' 

却
っ
て
更
に
深
く
は
仏
の 

衆
生
摂
化
に
背
違
し
、
自
己
過
信
す
る
我
執
、
即
ち
慢
疑
見
の
煩 

悩
に
冷
厳
な
批
判
の
眼
を
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
愚 

痴
の
法
然
房' 

十
悪
の
法
然
房
と
い
う
表
白
が
な
さ
れ
た
の
で
あ 

る
。『

選
択
集
』
三
心
章
に
は
善
導
の
『
観
経
疏
』
を
引
き 

「
仰
い
で
願
は
く
は
一
切
の
行
者
等
、

一
心
に
唯
だ
仏
語
を
信 

じ
て
身
命
を
顧
み
ず
、
決
定
し
て
行
に
依
り
、
仏
の
捨
て
遣
め 

た
ま
ふ
を
ば
即
ち
捨
て
、
仏
の
行
ぜ
遣
め
た
ま
ふ
を
ば
即
ち
行 

じ
、
仏
の
去
ら
遣
め
た
も
う
処
を
ば
即
ち
去
る
。
是
を
仏
教
に 

随
順
し
仏
意
に
随
順
す
と
名
づ
く'

是
を
仏
願
に
随
順
す
と
名 

づ
く'

是
を
真
の
仏
弟
子
と
名
づ
く
」 

と
真
の
仏
弟
子
と
は
仏
教
、
仏
意
、
仏
願
に
随
順
す
る
者
を
い
う 

の
で
あ
っ
て' 

随
順
し
な
い
者
は
真
の
仏
弟
子
と
は
さ
れ
な
い
の 

で
あ
る
。
愚
痴
の
法
然
房
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
仏
教' 

仏
意
、
 

仏
願
に
随
順
し
難
く
、
真
の
仏
弟
子
と
な
り
得
な
い
、
罪
悪
を
負 

荷
せ
る
自
己
と
い
う
主
体
的
自
覚
に
外
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
き
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罪
障
観
は
客
観
的
ゝ
対
象
的
な
も
の
で
は
な
く
ゝ
こ
の
罪
悪
は
法 

の
深
信
を
媒
介
と
し
て' 

仏
の
智
慧
に
照
出
さ
れ
た
人
間
像
で
あ 

る
。

こ
こ
に
こ
そ
却
っ
て
念
仏
者
の
如
実
の
姿
を
窺
う
こ
と
が
で 

き
る
。

四 

法

然

は

『
選
択
集
』
に
お
い
て
布
施
持
戒
等
の
諸
々
の
行
を
雑 

行
と
し
て
廃
捨
し' 

往
生
浄
土
の
業
因
と
し
て
は' 

弥
陀
の
本
願 

に
選
取
せ
ら
れ
た
念
仏
の
一
行
を
専
修
す
べ
き
こ
と
を
明
か
し
、
 

「
有
智
無
智
、
有
罪
無
罪
、
善
人
悪
人
、
持
戒
破
戒' 

男
子
女
人' 

三
宝
滅
尺
の
後
百
歳
ほ
ど
の
衆
生
」
を
選
ば
ず
、
ひ
と
し
く
如
来 

の
救
済
に
あ
づ
か
る
こ
と
を
語
っ
た
と
き
、
却

っ

て

「
専
修
の
名 

を
か
り
本
願
に
事
よ
せ
て' 

放
逸
の
所
行
を
な
す
者
」
が
あ
ら
わ 

れ
、 

「
つ
み
を
つ
く
ら
じ
と
身
を
っ
ゝ
し
み
て
よ
か
ら
ん
と
す
る 

は
、
阿
弥
陀
ほ
と
け
の
願
を
か
ろ
し
む
る
に
て
こ
そ
あ
れ
」
と
放 

言
し
た
。
法
然
は
こ
れ
に
対
し
、

「
い
づ
れ
の
と
こ
ろ
に
か
阿
弥 

陀
仏
は
つ
み
つ
く
れ
と
す
す
め
給
ひ
け
る
。
ひ
と
へ
に
わ
が
身
に 

悪
を
も
と
ど
め
え
ず' 

つ
み
の
み
つ
く
り
ゐ
た
る
ま
ま
に' 

か
か 

る
ゆ
く
ゑ
ほ
と
り
も
な
き
虚
言
を
た
く
み
い
だ
し
て' 

物
も
し
ら 

ぬ
男
女
の
と
も
が
ら
を
す
か
し
ほ
ら
か
し
て' 

罪
業
を
す
す
め
煩 

悩
を
を
こ
さ
し
む
る
事' 

返
々
天
魔
の
た
ぐ
ひ
な
り' 

外
道
の
し

わ
ざ
也
ゝ
往
生
極
楽
の
あ
だ
か
た
き
な
り
と
お
も
ふ
べ
し
」
と
ま 

で
極
言
し
批
判
せ
ら
れ
た
。

思
う
に
法
然
を
根
源
的
に
支
え
た
も
の
は
、
弥
陀
の
本
願
で
あ 

り' 

そ
の
本
願
の
前
に
あ
っ
て
、
自
ら
を
師
と
い
い
、 

本
願
を
中 

心
と
し
て
集
っ
た
人
々
を
、
弟
子
と
は
い
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う 

し' 

そ
こ
に
あ
る
も
の
は
た
だ
如
来
の
御
弟
子
で
あ
り' 

自
ら
は 

弟
子
一
人
も
も
た
ず
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
故' 

本
願
念
仏
の
法 

を
説
い
て
教
団
を
組
織
し' 

指
導
者
に
な
ろ
う
と
い
う
意
識
は
な 

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
本
願
を
仰
ぐ
愚
痴
の
法
然
房
の
自
然 

の
道
で
あ
っ
た
。

し
か
し' 

念
仏
の
教
が
弘
ま
る
こ
と
は
、
直
接
間
接
に
外
面
的 

な
責
任
は
法
然
に
帰
せ
ら
れ' 

念
仏
者
の
非
行
非
業
は
法
然
に
無 

関
係
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
周
囲
が
無
関
係
で
あ
る
こ
と
を
法 

然
に
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
情
況
に
あ
っ
て' 

「
あ
ま
ね
く
予
が
門
人
念
仏
の
上
人
等
に
つ
ぐ
」
と
七
箇
条
の
起 

請
文
を
書
き
山
門
に
送
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は' 

法
然
に
と
つ 

て
予
想
さ
え
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
七
箇
条
の
起
請
文
が
山
門 

の
要
求
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
各
条 

に
は
念
仏
者
が
他
の
修
行
者
を
誹
謗
、
靜
論' 

迷
乱
、
教
化
す
る 

こ
と
を
つ
つ
し
む
べ
き
こ
と
を
説
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
ず
か 

ら
形
成
さ
れ
た
教
団
に
あ
ら
た
な
帰
依
者
を
迎
え
る
こ
と
は
法
然
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に
と
っ
て
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
も' 

教
団
の
現
実
に
あ
っ
て 

は
、
醜
悪
な
欲
望
を
抱
え
た
人
間
相
互
の
連
帯
と
い
う
世
俗
的
な 

も
の
で
あ
る
限
り' 

僧
伽
の
理
念
を
具
現
す
る
こ
と
は' 

決
し
て 

容
易
で
は
な
い
と
い
う
宿
命
を
本
質
的
に
孕
む
も
の
で
あ
る
こ
と 

を
深
く
感
じ
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
教
団
人
が
世
俗 

的
な
悪
よ
り
も
更
に
深
い
泥
沼
に
堕
す
こ
と
を
悲
嘆
せ
ら
れ
た
で 

あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
教
団
の
秩
序
を
た
も
ち
、
社
会
秩
序
を
守
り' 

人
間
相
互
の
人
倫
関
係
を
正
す
に
つ
い
て
厳
し
く
誡
め
ね
ば
な
ら 

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
七
箇
条
起
請
文
』

の
第
四
に
は

「
念
仏
門
に
お
い
て
戒
行
な
し
と
号
し' 

専
ら
姪
酒
食
肉
を
す 

ゝ
め' 

た
ま
た
ま
律
義
を
守
る
者
を
雑
行
の
人
と
名
づ
け' 

弥 

陀
の
本
願
を
た
の
む
者
は
造
悪
を
恐
る
る
こ
と
勿
れ
と
説
く
こ 

と
を
停
止
す
べ
き
事
」

と
い
い
、

こ
れ
に
つ
い
て

「
右
戒
は
是
仏
法
大
地
也
。
衆
行
区
な
り
と
雖
も
、
こ
れ
を
専 

ら
に
す
。
是
を
以
て
善
導
和
尚
目
を
挙
げ
て
女
人
を
見
ず
。
此 

の
行
状
の
趣
、
本
律
の
制
を
過
ぐ
。
浄
業
の
類
、
こ
れ
に
順
ぜ 

ざ
れ
ば
、
す
べ
て
如
来
の
遺
教
を
失
れ
た
り
。
別
し
て
は
祖
師 

の
旧
跡
に
背
く
。
旁
拠
な
き
も
の
歟
」 

と
い
い' 

更
に
ま
た
、
念
仏
者
と
は
い
え
、
社
会
の
秩
序
を
乱
し

人
倫
関
係
を
破
壊
す
る
者
は
「
是
予
が
門
人
に
あ
ら
ず
、
魔
の
眷 

属
な
り
」
と
厳
し
く
誡
め
ら
れ
て
い
る
。
ま

た

『
登
山
状
』
に
は 

「
そ
れ
十
重
を
た
も
ち
て
十
念
を
と
な
へ
、
四
十
八
軽
を
ま
も 

り
て
四
十
八
願
を
た
の
む
は
、
心
に
ふ
か
く
こ
ひ
ね
が
ふ
と
こ 

ろ
也
。
を
よ
そ
い
づ
れ
の
行
を
も
は
ら
に
す
と
も
、
心
に
戒
行 

を
た
も
ち
て' 

浮
囊
を
ま
も
る
が
ご
と
く
に
し
、
身
の
威
儀
に 

油
鉢
を
か
た
ぶ
け
ず
ば
、
行
と
し
て
成
就
せ
ず
と
い
ふ
事
な
く' 

願
と
し
て
円
満
せ
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
し
か
る
を
わ
れ
ら
あ
る 

ひ
は
四
重
を
を
か
し
。
あ
る
ひ
は
十
悪
を
行
ず
。

か
れ
も
を
か 

し' 

こ
れ
も
行
ず
。

一
人
と
し
て
ま
こ
と
の
戒
行
を
具
し
た
る 

も
の
は
な
し
。
〈
乃
至
〉
し
か
れ
ど
も
分
に
し
た
が
ひ
て
悪
業
を 

と
ど
め' 

縁
に
ふ
れ
て
念
仏
を
行
じ
往
生
を
期
す
べ
し
」 

と
、
戒
は
仏
法
の
大
地
で
あ
る
か
ら
、
仏
道
修
行
者
と
し
て' 

十 

重
、
四
十
八
戒
を
守
る
こ
と
は
「
心
に
ふ
か
く
こ
ひ
ね
が
ふ
と
こ 

ろ
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
法
然
は
咎
を
他
に
見
出
す
と
い
う
よ
り 

は
、
却
っ
て
自
己
に
帰
っ
て
「
し
か
る
を
わ
れ
ら
あ
る
ひ
は
四
重 

を
を
か
し' 

あ
る
ひ
は
十
悪
を
行
ず' 

か
れ
も
を
か
し' 

こ
れ
も 

行
ず
。

一
人
と
し
て
は
ま
こ
と
の
戒
行
を
具
し
た
る
も
の
は
な 

し
」
と
悲
嘆
し
、

「
分
に
し
た
が
ひ
悪
業
を
と
ど
め
よ
」
と
自
己 

の
分
限
に
立
脚
し
、
決
し
て
踏
み
は
づ
す
こ
と
の
な
い
極
め
て
謙 

虚
な
姿
勢
を
彰
わ
し
て
い
ら
れ
る
。
ま
こ
と
に
真
実
の
戒
行
を
具
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す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
り' 

悪
を
止
め
よ
う
と
し
て
も
、 

止
め
る 

こ
と
の
で
き
な
い
現
実
が
凡
夫
の
あ
り
の
ま
ま
の
相
で
あ
る
。
そ 

れ
故
、
法

然

は

『
百
四
十
五
箇
条
問
答
』

の
中
で
廃
悪
修
善
は
諸 

仏
の
通
戒
で
あ
る
が
、
当
世
の
我
等
は
皆
そ
れ
に
背
い
た
者
で
あ 

る
と
説
き' 

ま

た

『
十
二
問
答
』
で
は

「
末
法
の
中
に
は
、
持
戒
も
な
く
破
戒
も
な
し
、
た
だ
名
字
の 

比
丘
ば
か
り
あ
り
と
伝
教
大
師
の
末
法
燈
明
記
に
か
き
給
へ
る 

う
へ
に
は
、
な
に
と
て
持
戒
破
戒
の
沙
汰
を
ば
す
べ
き
ぞ
、 

か 

か
る
ひ
ら
凡
夫
の
た
め
に'

を
こ
し
給
へ
る
本
願
な
れ
ば
と
て' 

い
そ
ぎ-
'
^

-

名
号
を
称
す
べ
し
」 

と
い
わ
れ
て
い
る
。
法
然
に
と
っ
て
「
持
戒
も
な
く
破
戒
も
な
し
」 

と
い
う
こ
と
は
、
本
質
的
生
命
を
喪
失
せ
る
従
来
の
既
成
教
団
の 

解
体
を
意
味
す
る
と
共
に
、
聖
道
門
的
自
己
の
解
体
を
意
味
す
る
。
 

そ
し
て
そ
こ
に
現
在
す
る
も
の
は
無
戒
の
衆
生
の
み
で
あ
る
。
し 

か
し
我
々
に
と
っ
て
無
戒
の
世
界
は
戒
が
全
く
不
必
要
と
い
う
こ 

と
で
は
な
く
、
本
質
的
生
命
を
喪
失
し
た
従
来
の
戒
が' 

新
た
な 

権
威
と
し
て
の
戒
に
変
革
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
如
来
の
本 

願
は
有
智
無
智
、
持
戒
破
戒' 

多
聞
少
見
を
簡
ぶ
こ
と
な
く
浄
土 

に
往
生
せ
し
め
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
こ
と
は
道
徳
的
倫
理
的
規 

範
の
無
視
、
破
棄
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
宗
教
の
世
界
は
不 

断
に
道
徳
の
世
界
に
帰
り
来
た
り
、
道
徳
の
世
界
は
ま
た
常
に
宗

教
の
世
界
に
よ
り
高
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
罪
業 

に
対
す
る
懺
悔
は' 

我
々
を
し
て
如
来
の
声
を
聞
か
し
め
ら
れ
る 

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
浄
土
教
に
於
け
る
倫
理
的' 

道
徳
的
世
界
に
対
す
る 

意
識
的
無
意
識
的
な
欠
如
は
免
れ
難
い
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
し 

か
し
如
何
な
る
努
力
に
も
拘
ら
ず
、
我
々
自
身
が
道
徳
的
に
な
り 

得
な
い
の
は
人
間
の
本
性"

宿
業
に
関
連
し
て
い
る
。
そ
の
人
間 

を
凝
視
し' 

負
荷
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
浄
土
教
の
道
が
あ
る
の
で 

あ
っ
て' 

念
仏
者
の
道
は
こ
の
外
に
は
な
い
。
さ
れ
ば
浄
土
教
は 

ま
た
我
々
を
道
徳
的
な
ら
し
め
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と 

き
戒
律
の
よ
う
に
我
々
を
外
か
ら
規
制
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は 

な
く'

自
律
的
な
我
々
の
行
為
に
お
い
て
道
徳
に
近
づ
く
の
で
あ 

る
。
し
か
も
な
お
我
々
は
道
徳
に
近
づ
き
得
な
い
。

こ
の
懺
悔
が 

念
仏
と
な
っ
て
我
々
に
返
照
す
る
の
で
あ
る
。
浄
土
教
に
お
い
て 

は'

外
部
よ
り
我
々
を
支
配
す
る
如
何
な
る
権
威
も
存
在
し
な
い
。
 

し
か
も
そ
の
と
き
自
律
的
生
体
的
な
道
徳
が
念
仏
そ
の
も
の
に
よ 

り
つ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
有
智
無
智
、
持
戒
破
戒
を
問 

わ
ず
念
仏
者
の
自
ず
か
ら
な
る
道
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
を
念
仏 

者
の
徳
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
念
仏
そ
の
も
の 

の
徳
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
法
然
は
造
像
起
塔
、
智
慧
高
オ
、
多 

聞
多
見
を
往
生
の
条
件
と
す
る
仏
教
を
批
判
し' 

念
仏
の
一
行
を
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も
っ
て
本
願
と
す
る
世
界
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

五

上
来' 

法
然
の
信
仰
的
実
存
の
確
立
に
つ
い
て' 

断
片
的
な
が 

ら
、
 

厳
し
い
批
判
精
神
の
一
端
を
窺
っ
て
き
た
が' 

そ
こ
に
は
自 

己
の
負
荷
せ
る
苦
の
現
実
を
如
実
に
直
視
し' 

し
か
も
そ
れ
を
積 

極
的
に
受
け
止
め
て
い
く
主
体
的
実
存
の
確
立
が
志
向
せ
ら
れ
た 

の
で
あ
っ
た
。
末
法
の
時
代
が
濁
世
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
た 

だ
単
に
時
間
的
に
末
世
で
あ
る
た
め
で
な
く'

自
己
が
罪
濁
の
機 

で
あ
る
が
故
に
濁
世
で
あ
る
と' 

当
時
の
末
法
濁
世
の
時
代
観
を 

人
間
観
へ
と
推
し
進
め
、
人
間
を
愚
鈍
の
衆
生
、
乱
想
の
凡
夫
と 

断
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
法
然
の
在
世
し
た
当
時
は' 

階
級
的
差 

別
が
峻
別
さ
れ
、
庶
民
大
衆
の
み
が
凡
愚
で
あ
り
、
罪
悪
の
徒
類 

と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
蓋
し' 

法
然
に
あ
っ
て
は
、
人
間
は
絶
対 

者
の
前
に
は
罪
悪
深
重
で
あ
り' 

愚
悪
の
凡
夫
で
あ
る
こ
と
を
痛 

感
し
た
の
で
あ
る
。
罪
悪
深
重
の
自
覚
は
理
性
的
存
在
と
し
て
の 

我
の
自
覚
で
は
な
い
。
理
性
的
自
我
の
立
場
で
は' 

真
に
悪
人
と 

い
う
主
体
的
自
覚
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
真
に
煩
悩
悪
業 

が
自
己
の
全
存
在
を
貫
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
覚
知
す
る
の
は
絶 

対
者
と
し
て
の
如
来
の
光
明
に
照
破
さ
れ
る
と
き
で
あ
る
。

こ
こ 

に
理
性
的
自
我
の
立
場
が
打
ち
く
だ
か
れ
、
十
悪
、
愚
痴
の
凡
夫

と
い
う
自
覚
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
愚
悪
の
内
観
は
、
如
来
の
絶 

対
的
救
済
の
深
信
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
、
凡
夫
の
内
観
は
そ
の
ま 

ま
一
切
衆
生
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
へ
の
凝 

視
と
な
る
の
で
あ
る
。
愚
痴
と
は
単
な
る
愚
か
さ
で
は
な
く'

絶 

望
の
底
か
ら
生
れ
た
も
の
が
愚
痴
の
内
観
で
あ
る
。

法
然
は
厳
し
い
批
判
精
神
を
も
っ
て' 

無
戒
の
立
場
を
と
り
っ 

つ
、
生
涯
肉
食
妻
帯
す
る
こ
と
も
な
く'

出
家
者
の
清
規
を
堅
持 

し
た
。
し
か
し' 

そ
れ
は
本
願
の
救
済
に
は
第
一
義
的
な
も
の
で 

は
な
い
。
そ
れ
故' 

念
仏
者
に
強
い
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で 

あ
り
、
法
然
に
と
っ
て
は
、
た
だ
念
仏
の
み
が
全
生
活
で
あ
っ
た 

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
こ
に
は
善
導
源
信
以
来
の
歴
史 

的
課
題
を
負
荷
せ
る
法
然
自
身
の
使
命
感
と
し
て
、
他
に
は
寛
容 

で
あ
っ
て
も' 

自
己
自
身
に
は
あ
く
ま
で
も
厳
し
い
批
判
精
神
を 

語
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
親

鸞

が

「
よ
き
ひ
と
」
と
し
て
、
全
托 

し
て
い
っ
た
法
然
の
実
存
的
人
間
観
を
通
し
て
、
自
己
自
身
を
深 

く
決
定
し
体
認
し
て
行
く
こ
と
が
我
々
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と 

を
思
念
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
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