
「三
毒
五
悪
段
」
考

——

『大
阿
弥
陀
経
』
と

『大
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
位
置
を
通
し
て
——

山 

田 

恵 

文

は

じ

め

に

近
代
以
降
、
西
洋
の
文
献
研
究
の
影
響
を
受
け
て
、
仏
教
経
典
の
成
立
を
歴
史
的
に
考
証
す
る
営
み
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な 

っ
た
。

『大
無
量
寿
経
』

に
お
い
て
も
、
現
存
す
る
梵
文
テ
キ
ス
ト
や
チ
ベ
ッ
ト
訳
が
刊
行
さ
れ
る
に
及
び
、
漢
訳
経
典
と
の
比
較
対
照 

が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、

『大
無
量
寿
経
』

下

巻

の

後

半

に

位

置

す

る

「
三
毒
五
悪
段
」

に
つ
い
て
は
、
成
立
に
疑
問
が 

持
た
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
梵
本
や
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
は
こ
の
段
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
三
毒
五
悪
段 

は
中
国
に
お
い
て
漢
訳
の
際
に
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
中
国
撰
述
説
が
提
出
さ
れ
、
そ
し
て
現
在
こ
の
説
が
主
流
と
な
っ 

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
翻
訳
当
時
の
梵
本
に
は
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
イ
ン
ド
撰
述
説
も
な
お
主
張
さ
れ
て
い
る
。 

本
稿
に
お
い
て
は
、

こ
の
成
立
問
題
に
新
た
な
視
点
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ま
ず
は
、

こ
の
段
の
成
立
問
題
が
ど
の
よ
う
に
論
じ 

ら
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
し
、
そ

の

上

で

『大
無
量
寿
経
』

の
三
毒
五
悪
段
の
位
置
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
そ
し
て
親
鸞 

が
こ
の
段
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
も
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
。

周
知
の
如
く
、
親
鸞
は
こ
の
段
の
内
容
に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
段
を
無
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
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意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
三
毒
五
悪
段
に
あ
る
教
説
を
、
親

鸞

は

『教
行
信
証
』

に
ー 

ー
箇
所
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
、
三
毒
五
悪
段 

冒

頭

に

あ

る

「
五
言
ハ
句
」

の
教
説
理
解
に
着
目
す
れ
ば
、
そ
こ
に
三
毒
五
悪
段
に
対
す
る
親
鸞
の
眼
差
し
を
窺
え
る
よ
う
に
思
う
の
で 

あ
る
。

こ
の
親
鸞
の
眼
差
し
に
知
見
を
得
て
、
三
毒
五
悪
段
を
論
じ
て
み
た
い
と
思
う
。



、

成

立

問

題

阿

弥

陀

仏

の

本

願

を

説

く

経

典
で

あ

る

〈無
量
寿
経
〉
は
、
現
在
、
漢

訳

と

し

て

は

『大
阿
弥
陀
経
』

『平
等
覚
経
』

『大
無
量
寿
経
』 

『如
来
会
』

『荘
厳
経
』

の
五
本
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
更
に
現
存
し
て
い
る
梵
文
テ
キ
ス
ト
、
並
び
に
チ
ベ
ッ
ト
訳
を
加
え
て
七
本
と
な 

る
が
、

そ
の
内
、
三
毒
五
悪
段
が
存
在
す
る
の
は
、

『大
阿
弥
陀
経
』

『平
等
覚
経
』
、

そ

し

て

『大
無
量
寿
経
』

の
三
本
の
み
で
あ
る
。 

成
立
が
十
二
世
紀
で
あ
り
比
較
的
新
し
い
と
は
い
え
、
現
存
し
て
い
る
梵
文
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
三
毒
五
悪
段
は
欠
け
て
お
り
、
約
三
世 

紀
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
中
国
に
お
い
て
漢
訳
さ
れ
た
初
期
の
三
本
に
お
い
て
の
み
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
段
は
中
国
で
成
立 

し
付
加
さ
れ
た
も
の
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
以
下
、
先
人
の
了
解
を
い
く
つ
か
提
示
し
て
中
国
撰
述
説
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た 

の
か
確
認
し
て
お
き
た
い
。

最

初

に
こ

の

説
を

論
じ
ら

れ

た

の
は

大

正

ハ

年(

一
九
一
九)

、
荻
原
雲
來
氏
で
あ
る
。
氏

は

「文
體
を
精
査
す
る
に
飜
譯
の
痕
跡
な 

く
、
極
め
て
流
暢
な
り
」
と
述
べ
、
更
に
本
文
中
に
は
仏
教
家
の
用
い
な
い
道
教
の
語
句
が
散
在
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
「
是
れ
恐
ら
く 

は
漢
人
の
僞
作
な
ら
ん
」
と
推
定
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

三
毒
五
悪
段
は
、
翻
訳
者
、
も

し

く

は

翻

訳

者

以

外

の

誰

か

が

『大
阿
弥
陀 

経
』

に
付
加
し
、

『平
等
覚
経
』

『大
無
量
寿
経
』

は
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
と
見
て
い
る
。

津
田
左
右
吉
氏
も
、

『大
無
量
寿
経
』

は
長
生
不
死
を
求
め
る
中
国
人
の
関
心
に
合
わ
せ
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
し 

て
、
三
毒
五
悪
段
が
道
家
や
神
仙
家
の
用
語
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
 

こ

の

數

節(

三
毒
五
悪
段)

は
、
過

度

人

道

經(

『大
阿
弥
陀
経
』)

を
譯
し
た
も
の
の
書
い
た
文
章
が
經
の
本
文
と
し
て
は
さ
み
こ
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ま
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
平
等
覺
經
も
無
量
壽
經
も
う
け
つ
い
だ
も
の
で
は
な
い
か
、
と
お
し
は
か
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(

括
弧
内
は
筆
者
註) 

と
述
べ
る
よ
う
に
、
荻
原
氏
と
同
様
に
翻
訳
の
際
に
成
立
付
加
し
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
中
国
撰
述
で
あ
る
こ
と
の
具
体
的
な
論
拠
を
示
し
た
こ
と
で
注
目
出
来
る
の
が
、
望
月
信
亨
氏
で
あ
る
。
氏
は
、

こ
の
段
が 

『抱
朴
子
』

の

影

響

を

受

け

た

『
四
天
王
経
』
、

『三
品
弟
子
経
』

な
ど
と
類
似
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
両
経
の
成
立
時
期
の 

関
係
か
ら
、
先

に

『大
無
量
寿
経
』

に
こ
の
段
が
付
加
さ
れ
、
後

に

『大
阿
弥
陀
経
』

『平
等
覚
経
』

に
追
補
し
た
と
す
る
独
自
の
推
論

③

を
立
て
て
い
る
。

ま
た
、
中
国
撰
述
の
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
藤
田
宏
達
氏
は
、

そ

の

著

『原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』

の

中

で

「
シ
ナ
的
変
容
」
、

つ
ま 

り
漢
訳
の
時
に
新
た
に
文
章
を
挿
入
付
加
し
た
顕
著
な
例
と
し
て
五
悪
段
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、

『大
阿
弥
陀
経
』

の
訳
者
と
見
ら 

れ
る
支
謙
が
、
五
悪
段
の
作
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
伝
歴
を
伝
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

以
上
、
代
表
的
な
論
者
の
説
を
簡
略
に
掲
げ
た
が
、
現
在
多
く
の
研
究
者
が
三
毒
五
悪
段
の
中
国
撰
述
説
を
主
張
し
支
持
し
て
お
り
、
 

こ
れ
が
学
界
で
の
趨
勢
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
説
を
整
理
す
れ
ば
、
三
毒
五
悪
段
は
、
道

家

・
神

仙

家

・
儒
教
な
ど
の
中
国
的
な
思 

想
用
語
と
内
容
に
満
ち
て
い
る
こ
と
か
ら
、
翻
訳
で
は
な
く
中
国
で
の
成
立
で
あ
る
と
見
当
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し 

何
と
言
っ
て
も
、
現
存
す
る
梵
本
に
存
在
し
な
い
こ
と
が
中
国
撰
述
説
の
よ
り
積
極
的
な
理
由
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
現
存
す
る
梵
本
が
最 

古
の
も
の
で
も
十
二
世
紀
中
頃
の
写
本
で
あ
り
、

『大
阿
弥
陀
経
』

『平
等
覚
経
』

『大
無
量
寿
経
』

の
基
と
な
っ
た
当
時
の
梵
本
に
は
存 

在
し
て
い
た
と
仮
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
藤
田
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
も
し
当
時
の
梵
本
に
あ
っ
た

⑤

と
し
て
も
、
何
故
現
存
す
る
梵
本
に
は
削
除
さ
れ
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
中
国
で
翻
訳
の
際
に
付
加 

さ
れ
た
三
毒
五
悪
段
が
、
格
義
の
時
代
以
降
、
原
典
に
忠
実
な
翻
訳
が
求
め
ら
れ
て
い
く
方
向
性
の
中
で
削
除
さ
れ
て
い
っ
た
と
推
察
す 

る
こ
と
の
方
が
、
よ
り
自
然
で
あ
る
し
説
得
力
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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で
は
、

一
方
の
イ
ン
ド
撰
述
説
は
ど
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
し
て
み
た
い
。

こ
の
説
に
立
つ
の
が
、
池
本
重
臣
、
菌 

田
香
勲
、
松
原
祐
善
、
梶
山
雄
一
な
ど
の
各
氏
で
あ
る
。

こ
の
内
、
池
本
氏
が
明
快
か
つ
詳
細
に
イ
ン
ド
撰
述
の
論
拠
を
提
示
し
て
い
る
。 

氏
は
、
中
国
的
な
用
語
が
見
え
る
か
ら
、
中
国
撰
述
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
る
と
し
、
経
典
の
内
容
を
吟
味
す
る
と
こ
ろ
か
ら
論
じ
る 

べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

つ
ま
り
、

吳

譯

・
漢

譯

・
魏
譯
の
三
本
に
何
故
に
五
惡
段
が
說
か
れ
て
い
る
か
を
尋
ね
、
ま

た

唐

譯

・
梵
本
に
は
何
故
說
か
れ
て
い
な
い
か
を 

究
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
述
べ
る
よ
う
に
、

『大
阿
弥
陀
経
』

『平
等
覚
経
』

『大
無
量
寿
経
』

の
三
本
に
五
悪
段
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
を
論
じ
る
こ
と 

が
必
要
で
あ
る
と
言
う
。

〈
無
量
寿
経
〉

の
漢
訳
五
本
は
、
す
べ
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
説
く
経
典
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ
の
内
容
か
ら 

初

期

無

量

寿

経

・
後
期
無
量
寿
経
と
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
内
容
に
変
遷
が
あ
る
。
氏

は

こ

の

〈
無
量
寿
経
〉
を
教
理
史
的
に
研
究
す
る 

こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ

の

中

の

最

古

の

漢

訳
で

あ

る

『大
阿
弥
陀
経
』

に
注
目
し
て
、

こ
の
経
本
論
の
内
容
と
三
毒
五
悪
段 

の
内
容
と
は
、
全
く
矛
盾
が
無
く
一
貫
し
て
い
る
と
言
う
。

つ

ま

り

三

毒

五

悪

段

は

『大
阿
弥
陀
経
』

に
お
い
て
は
、
説
か
れ
る
べ
き
必 

然
性
を
持
っ
た
教
説
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

こ
の
経
の
精
神
と
こ
の
段
の
主
張
点
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ 

る
か
ら
、

『大
阿
弥
陀
経
』

の
梵
文
原
典
に
は
元
々
存
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
、
と
内
容
に
根
拠
を
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

同

じ

〈
無
量
寿
経
〉

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
に
特
色
が
有
る
こ
と
に
着
眼
し
、
論
理
的
に
主
張
し
た
氏
の
論
調
に
は
、
説
得
力 

が
強
く
感
じ
ら
れ
よ
う
。

池
本
氏
と
同
様
に
イ
ン
ド
撰
述
説
を
唱
え
る
菌
田
氏
も
、

『大
阿
弥
陀
経
』

の
五
悪
段
の
用
語
が
、
本
論
の
用
語
と
一
致
し
て
い
る
こ 

と
を
理
由
に
、

や
は
り
経
の
一
貫
性
と
い
う
面
か
ら
イ
ン
ド
撰
述
説
を
主
張
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
イ
ン
ド
撰
述
説
の
論
調
は
、

『大
阿 

弥
陀
経
』

に
関
し
て
は
、
三
毒
五
悪
段
は
決
し
て
本
論
と
矛
盾
せ
ず
内
容
が
一
貫
し
て
い
る
か
ら
、
中
国
で
付
加
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
 

本
来
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
想
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、

一
体
ど
の
よ
う
な
内
容
が
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
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ろ
う
か
。

『大
阿
弥
陀
経
』

は
、
も
ち
ろ
ん
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
浄
土
を
説
く
経
典
で
あ
る
が
、
そ
の
特
色
は
衆
生
自
ら
の
修
善
を
勧
め
る
と
こ 

ろ
に
見
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
浄
土
に
往
生
す
る
方
法
と
し
て
、
自
力
の
善
行
を
勧
め
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
池
本 

氏

の

言

葉

を

借

り

れ

ば

「自
因
自
果
の
法
則
」
を
説
く
と
表
現
出
来
よ
う
。
例
え
ば
本
願
文
を
見
れ
ば
、
 

第
五
願
、
使
ニ
某
作
佛
一
時
、
令
下
ハ
方
・
上

下

諸

無

央

數

天

・
人

民

及

鳩

飛

・
蠕
動
之
類
、
若
前
世
作
レ
惡
、
聞
二
我
名
字
ハ 

典
一
來
二 

生 

我
國
一
者
、
卽
便
反 

政
レ
自
悔
レ
過
、
爲
レ
道
作
レ
善
、
便
持
二
經
戒-

願 

欲
レ
生
二
我
國
ハ 

不
中
斷
絕
い
壽
終 

皆
令
下
不
レ
復
二
泥 

犁

・

禽

獸

・
薜
荔
い
卽
生
二
我
國
八 

在
中
心
所
願
”
得
二
是
願
ー
乃
作
佛
。
不
レ
得
二
是
願-

終
不
二
作
佛7  

第
六
願
、
使
一
某
作
佛
一
時
、
令
下
ハ
方
・
上

下

無

央

數

佛

國

諸

天

・
人
民
、
若

善

男

子

・
善
女
人
、
欲
三
來
二
生 

我
國
ハ 

用 

莪

故
 

益
作
レ
善
、
若 

分
檀
布
施
、
遶
レ
塔
燒
レ
香
、
散
レ
花
然
レ
燈
、
懸
二
雜
繪
綵-

飯
一
食 

沙
門
ハ 

起
レ
塔
作
レ
寺
、
斷
二
愛
欲
ハ 

來
一
生 

我 

國
作
中
菩
薩2

得
二
是
願
一
乃
作
佛
。
不
レ
得
一
是
願
ハ 

終
不
二
作
佛7  

(

『真
聖
全
』

一
・
一
三
七
頁) 

と
あ
る
よ
う
に
、
衆
生
自
ら
が
善
を
行
う
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
。
本
願
文
自
体
に
善
行
の
す
す
め
が
積
極
的
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
 

『大
阿
弥
陀
経
』

の
本
論
に
は
、

「作
善
」

「
修
善
」

な
ど
の
用
語
が
多
数
見
ら
れ
る
。

こ
の
特
色
は
、

『大
阿
弥
陀
経
』

の
趣
旨
が
、
衆 

生
自
ら
の
善
行
を
勧
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
如
実
に
指
し
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

こ
の
本
願
文
は
そ
れ
ぞ
れ
三
輩
段
の
下
輩
・
中
輩
に
対
応
す
る
願
文
な
の
で
あ
る
が
、

こ

の

三

輩

段

の

内

容

に

『大
阿
弥
陀 

経
』

の
特
色
が
強
く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
三
輩
段
で
は
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
機
に
、
上

輩
(

一
輩)

、
中

輩
(

二
輩)

、
下

輩
(

三 

輩)

と
い
う
三
つ
の
区
別
を
設
け
て
い
る
。
上
輩
は
出
家
し
て
沙
門
と
な
り
菩
薩
道
を
作
し
て
、
常
に
願
生
す
る
者
で
あ
り
、
浄
土
に
生 

ま
れ
た
な
ら
ば
阿
惟
越
致
の
菩
薩
に
な
る
と
説
か
れ
る
。
そ
し
て
中
輩
は
、
出
家
は
出
来
な
い
が
在
家
で
布
施
な
ど
の
善
行
を
行
い
、

ー
 

日
一
夜
不
断
に
願
生
す
る
者
、
下
輩
は
、
出
家
は
出
来
ず
布
施
な
ど
の
善
行
も
行
え
な
い
が
、
斎
戒
清
浄
に
し
て
、
昼
夜
十
日
不
断
に
願 

生
す
る
者
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
た

だ

し

中

輩

・
下
輩
の
ど
ち
ら
も
浄
土
に
は
生
ま
れ
る
の
だ
が
、
往
生
の
因
果
を
疑
う
こ
と
に
よ
っ
て
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五
百
年
の
間
、
辺
地
に
留
ま
り
仏
法
僧
の
三
宝
に
相
見
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
過
失
が
説
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
上
輩
と
の
区
別 

が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
因
行
の
内
容
に
よ
っ
て
浄
土
で
受
け
る
果
報
の
違
い
を
明
ら
か
に
説
く
の
が
『大
阿
弥
陀
経
』 

の
三
輩
段
で
あ
る
。
当
然
そ
の
主
旨
は
、
最
上
の
上
輩
で
の
往
生
を
勧
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
三
輩
段
に
連
続
し
て
三
毒
五
悪
段
が
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

こ
の
経
典
に
お
け
る
三
毒
五
悪
段
の
位
置
が
明
確
に
示
さ
れ
て 

い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
三
輩
段
で
の
修
善
の
勧
め
を
、
現
実
世
界
に
お
け
る
倫
理
道
徳
と
い
う
形
で
よ
り
具
体
的
に
説
示
す 

る
た
め
に
、

こ
の
段
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
三
毒
五
悪
段
は
、

「
廃
悪
修
善
」

が
主
た
る
テ
ー 

マ
で
あ
る
。
悪
行
を
止
め
、
善
行
を
修
す
る
こ
と
に
よ
り
浄
土
へ
の
往
生
を
勧
め
る
段
で
あ
る
と
見
る
な
ら
ば
、
自
力
の
修
善
を
積
極
的 

に
勧
め
る
三
輩
段
と
全
く
矛
盾
し
な
い
。
よ
っ
て
三
輩
段
か
ら
の
展
開
と
し
て
、

こ
の
段
は
一
貫
し
て
存
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で 

あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

『大
阿
弥
陀
経
』

は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ
る
浄
土
往
生
を
説
き
つ
つ
、
な
お
自
力
の
善
行
が
積
極
的
に
勧
め
ら 

れ
て
い
る
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
そ

の

た

め

自
ら

の

実

践

に

よ

る

「廃
悪
修
善
」
を
勧
め
る
三
毒
五
悪
段
の
内
容
と
矛
盾
し
な
い
の
で
あ 

る
。
よ
っ
て
、

『大
阿
弥
陀
経
』

の
も
と
も
と
の
梵
文
原
典
に
は
、
三
毒
五
悪
段
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
論
を
立
て
る
こ
と
も 

可
能
で
あ
り
、

こ
れ
が
イ
ン
ド
撰
述
説
の
論
拠
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
意
見
の
対
立
す
る
中
国
撰
述
説
・
イ
ン
ド
撰
述
説
で
あ
る
が
、
両
説
を
辿
っ
て
い
く
と
あ
る
一
致
し
た
見
解
が
見
え
て
く
る
。 

そ
れ
は

現
存
す
る
三
番
目
の
漢
訳
経
典
で

あ
る
『大
無
量
寿
経
』

の
三
毒
五
悪
段
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
原
典
に
は
な
く
中
国
で
付
加 

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
両
説
の
論
点
は
、
最

古

の

漢

訳

で

あ

る

『大
阿
弥
陀
経
』

の
原
典
に
こ
の
段
が
あ
っ
た
の
か 

ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り
、
中
国
撰
述
説
は
そ
の
訳
風
か
ら
、
原
典
に
は
な
く
中
国
で
付
加
さ
れ
た
と
主
張
し
、
イ
ン
ド
撰
述
説
は 

経
典
の
論
旨
が
一
貫
し
て
い
る
か
ら
も
と
も
と
原
典
に
も
存
在
し
て
い
た
は
ず
と
推
論
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
説
と
も
、
後 

に

漢

訳

さ

れ

た

『大
無
量
寿
経
』

に
つ
い
て
は
、

『大
阿
弥
陀
経
』

『平
等
覚
経
』

の
三
毒
五
悪
段
を
整
文
化
し
付
加
し
た
の
で
あ
る
と
断
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じ
て
い
る
。
何
故
そ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
中
国
で
の
付
加
と
し
た
場
合
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
見
出
せ
る 

の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
『大
無
量
寿
経
』
の
三
毒
五
悪
段

三
毒
五
悪
段
に
は
、
浄
土
の
世
界
と
対
照
的
に
娑
婆
世
界
の
実
相
が
説
か
れ
て
い
る
。

こ

の

段

を

「釈
尊
の
勧
誡
」
と
も
言
う
が
、

こ 

れ
は
こ
の
段
の
主
旨
を
端
的
に
示
し
た
名
称
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
釈
尊
が
娑
婆
世
界
に
生
き
る
こ
と
を
「
誡
」

め
、
浄
土
へ
の 

往

生

を

「
勧
」

め
た
教
説
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

『大
無
量
寿
経
』

に
お
け
る
こ
の
段
の
意
義
は
、

一
応
そ
の
よ
う
に
定
義
づ
け 

る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
説
示
さ
れ
る
内
容
を
吟
味
し
て
み
れ
ば
、
三
世
に
渡
る
因
果
応
報
や
中
国
的
天
の
思
想
、
人
間
悪
の
実
相

な
ど
様
々
な
テ
ー
マ
を
抽
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
、

こ

の
段
の
本

質

的
な

テ
ー

マ
は

「廃
悪
修
善
」
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
こ
こ
に
主
た
る
経
文
を
挙
げ
て
み
る
と
、

各
曼
一
强
健
時
ハ 

努
力
勤
二
修
善
ハ 

精
進 

願
二
度
世
ハ 

可
レ
得
二
極 

長
生7  

(

『真
聖
全
』
 

當
下
熟
思
計
、
遠
二
離
衆
惡
ハ 

擇
ニ
其
善 

者

一  

勤 

而
行
も
之
。 

(

『真
聖
全
』
 

宜
下
自
決
斷
、
端
レ
身
正 

レ
行
、
益
作
二
諸
善
ハ 

修
レ
己
潔
レ
體
、
洗
二
除
心
垢
八 

言
行
忠
信
、
表
裏
相
應2

人
能
自
度
、
 

精
明
求
願
、
積
ニ
累
善
本7  

(

『真
聖
全
』

一
ニ
ニ
頁) 

ー
ニ
ニ
三
頁) 

鵝
相
拯
康
、
 

ー
ニ
ニ
四
頁)

と
あ
る
よ
う
に
、
悪
を
遠
離
し
努
力
し
て
善
を
修
め
る
こ
と
が
一
貫
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
世
間
一
般
の
倫
理
道
徳
を
説
く
の
が 

こ
の
段
の
特
徴
で
あ
り
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。
三
毒
五
悪
段
に
は
、
人

間

が

五

戒

・
五
常
に
背
く
あ
り
方
で
生
死
流
転
し
て
い
る
こ
と
が 

徹
底
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ

れ

は

こ

の

「
廃
悪
修
善
」
を
勧
め
る
た
め
に
説
か
れ
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
五
悪
段
で
は 

我
々
が
人
間
関
係
の
中
で
い
か
に
傷
つ
け
合
い
、
奪
い
合
い
、
憎
し
み
合
い
、
騙
し
合
っ
て
生
き
て
い
る
か
を
切
々
と
説
い
て
い
く
。
そ 

の
悪
業
の
た
め
に
苦
悩
に
満
ち
た
境
涯
に
生
存
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
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令
レ
捨
二
五
惡
ハ 

令
レ
去
二
五
痛1

令
诞
二
五
燒-

降
一
化
其
意
ハ 

令
下
持
二 

五
善
一
獲
中
其
福
德
・
度

世

・
長

壽

・
泥
疽
之
道
皿

(

『真
聖
全
』

一
ニ
ニ
五
頁) 

と
あ
る
よ
う
に
、
五

善

を

持

ち

て

「
福

德

・
度

世

・
長

壽

・
泥
疽
の
道
」
を
得
さ
せ
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、
第
一 

悪
か
ら
第
五
悪
ま
で
一
つ
一
つ
の
世
界
を
説
き
終
え
た
後
、
必
ず
末
尾
に
次
の
一
文
が
あ
る
。 

人
能
於
レ
中
、

一
レ
心
制
レ
意
、
端
レ
身
正 

レ
行
、
獨
作
二
諸
善-

不
レ
為
二
衆
惡
一
者
、
身
獨
度
脫
ヽ
獲
二
其
福
德
・
度

世

・
上

天

・
泥 

ー
沮
之
道7  

(

『真
聖
全
』

ー

二
六
頁) 

こ
の
世
界
に
お
い
て
ひ
た
す
ら
自
ら
の
身
を
正
し
善
を
修
め
悪
を
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
福

德

・

度

世

・

上

天

・
泥
疽
」

に
到
る
道 

を
得
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
三
毒
五
悪
が
開
示
さ
れ
る
理
由
は
、
ま
さ
に
こ
の
一
文
に
集
約
さ
れ
る
と
言
え
よ
う
。

つ
ま 

り
、
離
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
三
毒
五
悪
を
説
き
、

一
心
に
善
を
修
め
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
修
善
の
結 

果
と

し
て

得
ら
れ

る
果
報
と

し
て

挙
げ
ら
れ
て

い
る
「度
世
」

「
上
天
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ 

ら
は
神
仙
思
想
の
用
語
で
あ
り
、
指
し
示
す
内
容
は
恐
ら
く
は
出
世
間
的
な
意
味
と
い
う
よ
り
は
、
不
老
長
生
を
求
め
る
当
時
の
中
国
人 

を
意
識
し
た
果
報
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

『大
阿
弥
陀
経
』

の
同
等
箇
所
で
は
、

「
福
德
」

の

位

置

に

「
長
壽
」
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
 

中

国

人

が

最

も

関

心

を

持

つ

「
長
生
」

「
長
壽
」
と
い
う
現
実
的
な
果
報
が
、
修
善
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ 

う

。
そ

し

て

こ

こ

で

同

じ

く

「
泥
疽
」

が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
の
説
く
涅
槃
は
、
中

国

思

想

の

捉

え

方

で

は

「
長
生
」

「長 

壽
」

に
相
応
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
当
然
こ
れ
は
、
生
死
を
超
え
る
と
い
う
仏
教
本
来
の
課
題
か
ら 

懸
隔
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
に
説
く
こ
と
が
、
翻
訳
当
時
に
お
け
る
中
国
人
の
宗
教
心
に
応
え
る
上
で 

必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
、
承
知
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
果
報
の
内
容
に
は
重
大
な
問
題
が
残
さ
れ
て
は
い
る
が
、
と
も
か
く
現
実
世
界
に
お
い
て
一
心
に
善
を
修
め
る
こ
と
が
、
 

自
ら
の
理
想
の
人
生
を
得
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
と
強
く
主
張
す
る
の
が
、

こ
の
段
の
主
旨
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
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う

。
繰
り
返
せ
ば
、
自
力
の
修
善
を
勧
め
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、

こ
の
段
の
本
質
的
な
主
張
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
了
解
す
れ
ば
、

こ

の

段

は

『大
無
量
寿
経
』

の
中
で
、
決
定
的
な
矛
盾
を
抱
え
た
教
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
白
と
な 

る
。
何
故
な
ら
ば
、

『大
無
量
寿
経
』

の
本
論
の
趣
旨
は
、
誰
も
が
区
別
な
く
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
本
願
他
力
の
往
生
を
説 

く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
決
し
て
自
力
で
善
行
を
作
し
福
徳
を
得
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
浄
土
に
生
ま
れ
る
機
に
区
別
が
あ
る
こ
と
を
説
く 

三
輩
段
で
も
な
い
。
よ
っ
て
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、

『大
阿
弥
陀
経
』

で

多

数

見

ら

れ

た

自

力

の

「
修
善
」

「作
善
」
な
ど
の
用
例
も
、
 

本
論
中
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

『大
無
量
寿
経
』

の
精
神
は
、
例
え
ば
下
巻
に
あ
る
東
方
偈
の
一
文
に
如
実
に
表
さ
れ
て
い
る
で 

あ
ろ
う
。

其
佛
本
願
力 

聞
レ
名
欲
ニ
往
生
一
皆
悉
到
ニ
彼
國
一
自
致
二
不
退
轉
ー 

(

『真
聖
全
』

一
一
六
頁) 

阿
弥
陀
仏
の
名
を
聞
く
こ
と
に
よ
り
、
誰
も
が
自
他
の
区
別
な
く
往
生
を
得
て
不
退
転
に
致
る
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
に
よ
っ 

て
お
の
ず
か
ら
実
現
す
る
事
実
で
あ
る
こ
と
が
、
明
確
か
つ
端
的
に
説
示
さ
れ
て
い
る
。

こ

こ

に

『大
無
量
寿
経
』

の
精
神
が
あ
る
。
と 

こ
ろ
が
三
毒
五
悪
段
に
お
い
て
は
、
自
力
の
修
善
を
勧
め
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
他
力
を
説
く
本
経
の
中
に
あ
っ
て
矛
盾
を
抱
え
る
と
い 

う
結
果
を
招
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
池
本
氏
は
、

こ

れ
(

三
毒
五
悪
段)

は
廢
惡
修
善
の
一
般
佛
敎
の
說
き
方
で
あ
っ
て
、
魏
譯
の
無
量
壽
經
が
阿
彌
陀
佛
の
本
願
を
說
き
、
衆
生
は 

聞
名
の
信
心
に
よ
っ
て
淨
土
に
往
生
す
る
と
說
い
て
い
る
の
と
は
相
容
れ
な
い
說
き
方
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
魏
譯
無
量
壽
經
は
そ
れ

⑰

自
ら
の
中
に
、
全
く
相
矛
盾
す
る
二
つ
の
敎
義
を
說
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

(

括
弧
内
は
筆
者
註) 

藤
田
氏
も
、

「
五
惡
段
」
が

『無
量
壽
經
』

に
お
い
て
他
か
ら
、

し
か
も
い
さ
さ
か
不
用
意
に
插
入
さ
れ
た
と
見
る
の
は
、
疑
う
こ
と
が
で
き
な 

い
事>2

；

で
あ
り
、

こ
の
點
イ
ン
ド
撰
述
の
論
者
も
異
說
を
立
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
イ
ン
ド
撰
述
説
に
お
い
て
も
、
中

国

撰

述

説

に

お

い

て

も

『大
無
量
寿
経
』

の
三
毒
五
悪
段
の
位
置
に
つ
い
て
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は
同
じ
見
解
な
の
で
あ
る
。
単
に
訳
風
が
中
国
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
そ

の

内

容

に

お

い

て

も

『大
無
量
寿
経
』
本
論
の 

主
旨
と
矛
盾
し
て
い
る
の
で
、
経
の
一
貫
性
を
欠
い
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
文
献
学
的
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、

『大
無
量
寿
経
』

の
三
毒
五
悪
段
は
、
前
二
訳
の
三
毒
五
悪
段
を
整
文
化
し
付
加 

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
事
実
に
立
っ
た
上
で
、
本
経
に
お
け
る
こ
の
段
の
意
義
を
論
じ 

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
上
で
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
見
出
せ
る
の
か
、
ま
た
、

こ 

の

段

が

あ

る

こ

と

で

『大
無
量
寿
経
』

に
は
ど
の
よ
う
な
特
色
が
あ
る
の
か
。

こ
の
こ
と
を
積
極
的
に
論
じ
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で 

は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
親
鸞
の
眼
差
し
か
ら
知
見
を
得
て
、

『大
無
量
寿
経
』

の
特
色
を
そ
の
構
造
上
か
ら
捉
え
て
み 

た
い
と
思
う
。

三
、
親
鸞
の
眼
差
し

親
鸞
は
こ
の
段
の
内
容
に
は
、
直
接
的
に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
よ
っ
て
親
鸞
が
三
毒
五
悪
段
を
ど
の
よ
う
に
読
み
、

こ
の
段
に 

対
し
て
ど
の
よ
う
な
印
象
を
抱
い
て
い
た
か
は
明
ら
か
に
は
分
か
ら
な
い
。
当
然
、
親

鸞

は

〈無
量
寿
経
〉

の
漢
訳
諸
本
を
読
ん
で
い
る 

の
で
あ
る
か
ら
、

『如
来
会
』

に
こ
の
段
が
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
し
、
ま
た
そ
の
訳
風
や
内
容
に
違
和
感
を
持
っ
て
い
た
と
も
推 

察
出
来
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
段
に
は
特
に
論
究
し
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
三
毒
五
悪
段
の
冒
頭
に
あ
る
教
説
に 

関
し
て
は
、
非
常
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
は
、
 

無

量

壽

國

聲

聞

・
菩
薩
、
功
德
智
慧
不
レ
可
二
稱
說7

又
其
國
土
、
微
妙
安
樂
、
淸
淨 

若
レ
此
。
何
不
丁
カ 

爲
レ
善
、
念
二
道
之
自 

然
ハ 

著
丙
於
無
二
上
下
一
洞
達 

無
乙 

邊
際
必 

宜
二
各
勤
精
進 

努

力

自

求

〉
之
。
必
得
二
超
絕 

去
ハ 

往
二
生 

安
養
國
ハ 

橫
截
二
五
惡 

趣
ハ 

惡
趣
自
然
閉
。
昇
レ
道
無
二
窮
極7

易
レ
往
而
無
レ
人
。
其
國
不
二
逆
違
ハ
自
然
之
所
レ
牽
。 

(

『真
聖
全
』

一
・
三
一
頁)
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と
い
う
教
説
で
あ
る
。

こ
の
三
毒
五
悪
段
に
至
る
ま
で
は
、
妙
な
る
阿
弥
陀
の
浄
土
と
そ
こ
に
生
ま
れ
る
聖
衆
の
徳
が
説
か
れ
て
い
る
の 

だ
が
、

こ
こ
か
ら
は
娑
婆
世
界
の
実
相
を
説
き
、
そ
こ
を
離
れ
て
阿
弥
陀
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
勧
め
る
内
容
と
な
っ
て
い
く
。
特 

に
傍
線
部
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
主
意
は
、
妙
な
る
阿
弥
陀
の
浄
土
を
求
め
て
努
力
し
て
善
を
積
む
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に 

要
す
る
に
自
力
の
修
善
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
自
力
作
善
の
勧
め
が
、

こ
の
後
展
開
し
て
い
く 

三
毒
五
悪
段
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
く
。

し
か
し
親
鸞
は
、
三

毒

五

悪

段

の

主

旨
で

あ

る

自

力

の

「作
善
」

「修
善
」

に
は
全
く
関
心
を
示
し
て
い
な
い
。

こ
の
一
文
に
対
し
て
、
 

親
鸞
は
直
接
的
に
解
説
は
し
て
い
な
い
の
だ
が
、

「行
巻
」

に
、

こ

の

文

を

解

説

し

た

憬

興

の

『無
量
寿
経
連
義
述
文
賛
』(

以

下

『述
文 

賛
』
と
略
す)

を
引
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
説
に
訓
点
を
施
し
て
親
鸞
自
ら
の
理
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

オ
ノ

又

云

人

・
聖

國

・
妙 

誰 

不
三
盡
ニ
カ
ー
作
二
善
一
願
二
生
一
因
二
善
一
旣
成 

不
ヨ
自 

獲
二
果
一
故
云
ニ
自
然
一
不
三
簡
ニ
貴
賤
一
皆
得
二
往 

生
一
故
云
二
箸 

无
上
下
一 

(

『定
親
全
』

一
・
五
六
頁) 

こ

の

「行
巻
」

の
引
文
は
、

『述
文
賛
』

そ
の
ま
ま
の
文
で
は
な
く
、
親
鸞
が
独
自
に
必
要
な
部
分
だ
け
抜
き
出
し
整
理
し
た
形
と
な 

っ
て
い
る
。

『述
文
賛
』

の
元
の
文
は
、

何
不
力
為
善
者
勸
レ
脩
二
往
生
之
因7

力
者
盡
レ
カ
。
人
聖
國
妙
距
不
レ
盡
レ
カ
作
レ
善
願
レ
生
故
。
又
力
者
力
勵
。
道
之
自
然
者
脩
二
所
得 

之
利7

因
レ
善
旣
成
不
一
自
獲
卩
果
故
云
二
念
自
然7
唯
能
念
レ
道
行
レ
德
著
下
不
レ
簡
ニ
貴
賤
一
皆
得
中
往
生
上
故
云
二
著
於
無
上
下7

(

『大
正
蔵
』
三

七

・
一
六
三
・
む) 

と
あ
り
、
冒

頭

に

「勸
脩
往
生
之
因
」
と
あ
る
よ
う
に
、
往
生
す
る
た
め
の
因
行
を
勧
め
る
経
文
で
あ
る
と
、
憬
興
は
ま
ず
指
摘
し
て
い 

る
。
よ
っ
て
、

こ

こ

の

「
因
善
旣
成
」
と
は
、
通

常

な

ら

ば

「善
に
因
っ
て
す
で
に
成
ず
」
と
読
む
べ
き
で
あ
り
、
衆
生
の
行
う
善
に
よ 

っ
て
証
果
を
得
る
、
と
い
う
意
味
で
了
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
親

鸞

は

こ

れ

を

あ

え

て

「善
に
因
っ
て
す
で
に
成
じ
た
ま
え 

り
」
と
読
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
本
質
的
に
は
、

こ

の

「善
」
と

は

「如
来
の
善
」

で
あ
る
と
い
う
理
解
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
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衆
生
自
ら
の
善
行
で
は
な
く
、
如
来
の
善
、
す
な
わ
ち
如
来
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
衆
生
が
往
生
を
得
る
と
い
う
立
場
で
読
み
取
っ
た 

了
解
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
親
鸞
の
眼
差
し
の
中
に
は
、
三
毒
五
悪
段
で
繰
り
返
し
主
張
さ
れ
る
衆
生
の
自
力
作
善
は
、
 

全
く
無
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

で
は
、

一
体
親
鸞
は
ど
の
よ
う
に
こ
の
段
を
見
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
三
毒
五
悪
段
の
冒
頭
中
に 

あ

る

「
必
得
超
絕
去
」
以
下
の
五
言
八
句
の
教
説
に
対
す
る
親
鸞
の
了
解
を
通
し
て
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

必
得
二
超
絕 

去
一
往
二
生 

安
養
國
一
橫
截
二
五
惡
趣
一
惡
趣
自
然
閉

昇
レ
道
無
二
窮
極
一
易
レ
往
而
無
レ
人 

其
國
不
一
逆
違
ー
自
然
之
所
レ
牽 

(

『真
聖
全
』

一
・
三
一
頁) 

『大
無
量
寿
経
』 

の
構
造
か
ら
俯
瞰
的
に
捉
え
れ
ば
、

こ
の
五
言
八
句
は
浄
土
の
世
界
と
娑
婆
世
界
と
を
結
ぶ
経
文
と
し
て
位
置
づ
け 

ら
れ
る
。
親
鸞
は
こ
の
文
を
、
娑
婆
世
界
に
生
き
る
衆
生
を
浄
土
に
牽
く
は
た
ら
き
、
即
ち
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
を
象
徴
的
に
示
し
た
も 

の
と
理
解
し
注
目
し
て
い
る
。

こ

の

文

の

「自
然
之
所
牽
」

に
対
す
る
親
鸞
の
注
釈
を
窺
っ
て
み
る
と
、
 

眞
實
信
を
え
た
る
人
は
大
願
業
力
の
ゆ
へ
に
、
自
然
に
淨
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
、
 

无
上
大
涅
槃
に
の
ぼ
る
に
き
わ
ま
り
な
し
と
の
た
ま
へ
る
也
。
し
か
れ
ば
自
然
之
所
牽
と
ま
ふ
す
な
り
。
他
力
の
至
心
信
樂
の
業
因 

の
自
然
に
ひ
く
な
り 

(

『尊
号
真
像
銘
文
』
『定
親
全
』
三

・
ハ
〇
頁) 

と
あ
る
よ
う
に
、
真
実
信
心
の
人
は
本
願
力
に
よ
っ
て

無
上
涅
槃
を
究
竟
し
て

い
く
と
い
う
解
説
が
な
さ
れ
る
。

「自
然
の
牽
く
所
な 

り
」
と
は
、
衆
生
を
無
上
涅
槃
に
至
ら
し
め
る
本
願
力
、
具
体
的
に
は
第
十
八
願
文
の
は
た
ら
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
親
鸞
の
理
解
で 

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
娑
婆
世
界
に
生
き
る
衆
生
を
、
大

般

涅

槃

に

「牽
く
」
本
願
力
を
示
し
た
教
説
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が 

分
か
る
。

『大
無
量
寿
経
』

の
構
造
で
言
え
ば
、
浄
土
の
境
界
か
ら
、
娑
婆
世
界
を
描
く
三
毒
五
悪
段
に
向
け
て
展
開
す
る
本
願
力
を
表 

す
教
説
と
し
て
、
位
置
づ
け
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

そ

し

て

冒

頭

の

「
必
得
超
絕
去
」

に
対
す
る
注
釈
を
窺
え
ば
、
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必
は
か
な
ら
ず
と
い
ふ
、
か
な
ら
ず
と
い
ふ
は
さ
だ
ま
り
ぬ
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
也
、
ま
た
自
然
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
也
。
得
は
え
た
り
と
い 

ふ
、
超
は
こ
え
て
と
い
ふ
、
絕
は
た
ち
す
て
は
な
る
と
い
ふ
、
去
は
す
っ
と
い
ふ
、

ゆ
く
と
い
ふ
、
さ
る
と
い
ふ
也
。
娑
婆
世
界
を 

た

ち

す

て

、
流
轉
生
死
を
こ
え
は
な
れ
て
ゆ
き
さ
る
と
い
ふ
也
。 

(

『尊
号
真
像
銘
文
』
『定
親
全
』
三

・
七
七
—
七
ハ
頁) 

と
あ
る
よ
う
に
、

「
必
」
と

は

「
自
然
」

の
こ
こ
ろ
で
あ
る
と
言
う
。

こ

れ

は

「超
絶
し
て
去
る
こ
と
を
得
て
、
安
養
国
に
往
生
す
る
」 

こ
と
が
、
衆
生
の
は
か
ら
い
で
は
な
く
、
如
来
の
本
願
力
に
よ
る
と
い
う
了
解
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
超
」
は

「
こ
え
て
」
、
 

「
絕
」
は

「
た
ち
す
て
は
な
る
」
、

「
去
」
は

「
す

つ

・
ゆ

く

・
さ
る
」
と
文
字
の
解
説
を
行
う
が
、

で
は
何
を
超
え
て
、
絶
ち
す
て
は
な 

れ
ヽ
行
き
去
る
の
か
と
言
え
ば
、
続

け

て

「娑
婆
世
界
」
を

絶

ち

す

て

て

「
流
轉
生
死
」
を
超
え
は
な
れ
て
行
き
去
る
ヽ
と
親
鸞
は
述
べ 

る
。
当
然
こ
れ
は
三
毒
五
悪
段
を
指
し
て
の
解
説
で
あ
ろ
う
。
更

に

「橫
截
五
惡
趣 

惡
趣
自
然
閉
」

の
解
説
の
中
で
は
、
 

五
惡
趣
を
自
然
に
た
ち
す
て
四
生
を
は
な
る

五
惡
趣
の
き
づ
な
を
よ
こ
さ
ま
に
き
る

五
道
生
死
を
と
づ
る
ゆ
へ
に
自
然
閉
と
い
ふ 

(

『定
親
全
』
三

・
七
ハ
頁) 

と
述
べ
、
衆
生
が
本
願
力
に
よ
っ
て
超
え
る
べ
き
世
界
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ

の

よ

う

に

親

鸞

が

「
五
言
ハ
句
」

の
解
説
中
で
述
べ
る 

「
娑
婆
世
界
」

「
流
轉
生
死
」

「
五
惡
趣
」

「
五
道
生
死
」
と
は
、

い
ず
れ
も
三
毒
五
悪
段
の
実
相
を
凝
集
的
に
表
現
し
た
用
語
に
他
な
ら 

な
い
。

つ
ま
り
、
親
鸞
は
三
毒
五
悪
段
の
教
説
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
五
言
八
句
の
意
味
す
る
如
来
の
本
願
力
を
解
説
し
て
い
る
の
で 

あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
親
鸞
は
決
し
て
三
毒
五
悪
段
を
無
視
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、

「
五
言
ハ
句
」

の
教
説
の
中
で
理
解 

し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
本
願
力
に
よ
っ
て
超
え
る
べ
き
世
界
、
換
言
す
れ
ば
本
願
力
の
は
た
ら
く
場
を
説 

示
す
る
段
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『大
無
量
寿
経
』

の
構
造
は
、
三
毒
五
悪
段
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
力
の
浄
土
世
界
と
自
力
の
娑
婆
世
界
と
の
境
界
が
明 

確
に
な
っ
て
い
る
。

こ

こ

に

『大
無
量
寿
経
』

の
一
つ
の
特
色
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

一
方
、

『大
阿
弥
陀
経
』

で
は
本
論
と
三
毒
五
悪
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段
の
内
容
に
一
貫
性
が
あ
る
た
め
、
そ
の
境
界
は
明
確
で
は
な
い
。
そ

の

た

め

『大
阿
弥
陀
経
』

の
中
で
は
そ
の
位
置
が
明
瞭
で
は
な
か 

っ
た
五
言
八
句
の
教
説
が
、

『大
無
量
寿
経
』

に
お
い
て
は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ

ま

り

他

力

を

説

く

『大
無
量
寿
経
』 

中
に
お
い
て
、
浄
土
か
ら
娑
婆
へ
の
展
開
を
表
す
極
め
て
重
要
な
教
説
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
他
力
」 

を
象
徴
す
る
こ
の
教
説
の
重
要
性
は
、
ま
さ
に
三
毒
五
悪
段
が
付
加
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
生
じ
た
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
眼
差
し
か
ら
言
え
ば
、
 

三
毒
五
悪
段
の
意
義
を
こ
こ
か
ら
了
解
出
来
る
よ
う
に
思
う
。
そ

し
て

五

言

八

句

の

教

説

を

「
本
願
力
」

の
象
徴
と
捉
え
て
着
目
す
る
親 

鸞
の
眼
差
し
か
ら
す
れ
ば
、
親
鸞
に
と
っ
て
三
毒
五
悪
段
と
は
そ
の
本
願
力
に
抱
摂
さ
れ
る
場
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で 

は
な
か
ろ
う
か
。

こ

の
よ
う
に
了
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
親
鸞
の
三
毒
五
悪
段
に
対
す
る
眼
差
し
は
、
内
容
に
で
は
な
く
、
 

『大
無
量
寿
経
』

の
構
造
、

つ
ま
り
三
毒
五
悪
段
の
位
置
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

文
献
学
の
立
場
か
ら
総
合
的
に
判
断
す
る
と
、
三
毒
五
悪
段
の
成
立
に
は
ま
だ
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
訳
風
や
、
現
存 

梵
文
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
中
国
で
付
加
さ
れ
た
教
説
と
し
て
見
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
特

に

『大
無
量
寿
経
』

に 

お
い
て
は
、
前
二
訳
の
三
毒
五
悪
段
が
整
文
化
さ
れ
付
加
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し

か

し

『大 

無
量
寿
経
』

に
お
け
る
意
義
に
視
点
を
置
く
な
ら
ば
、
そ
れ
は
成
立
問
題
以
上
に
重
要
な
検
討
課
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

『大
無
量
寿
経
』

は
他
力
の
浄
土
世
界
を
説
く
が
、
そ
れ
と
対
照
的
な
形
で
自
力
の
娑
婆
世
界
と
し
て
三
毒
五
悪
段
が
挿
入
さ
れ
て
い 

る
。

こ
の
二
極
相
反
す
る
構
造
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
五
言
八
句
の
教
説
の
重
要
性
は
、
道
綽
、
法
然
な
ど
の
祖
師
の
了
解
に
導
か
れ
て
親 

鸞
の
着
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
親

鸞

は

こ

れ

を

『大
無
量
寿
経
』

の
眼
目
を
表
す
経
文
と
し
て
位
置
づ
け
、
 

自
ら
の
他
力
思
想
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
思
い
を
致
す
な
ら
ば
、

『大
無
量
寿
経
』

の
三
毒
五
悪
段
の
位
置
は
、
 

浄
土
教
の
思
想
的
展
開
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
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凡
例

・
引
文
の
出
典
は
左
記
の
通
り
略
記
し
た
。
 

『真
聖
全
』
…
…

『真
宗
聖
教
全
書
』 

『定
親
全
』
…
…

『定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』 

『大
正
蔵
』
…
…

『大
正
新
脩
大
蔵
経
』

註
①②③④⑤⑥⑦
) 

荻

原

雲

來

『荻
原
雲
來
文
集
』(

山
喜
房
佛
書
林)

一
九
七
二
三
一
五
頁

) 

津

田

左

右

吉

『
シ
ナ
佛
敎
の
研
究
』(

岩
波
書
店)

一
九
五
七
・
ハ
七
頁

)

望
月
信
亨

)

藤
田
宏
達

)

藤
田
宏
達

)

池
本
重
臣

)

卄
園
田
香
勲

容
は
、
阿
含
仏
教
以
来
の
仏
教
倫
理
で
あ
り
、
ま

た

業

・
輪
廻
の
思
想
も
イ
ン
ド
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
拠
と
し
て
、
「
そ
れ
は
胡
本
で
あ
っ
た 

か
も
し
れ
な
い
が
、
必
ず
や
五
惡
段
の
經
文
の
あ
っ
た
こ
と
を
疑
い
得
な
い
の
で
あ
る
」
と

述

べ

て

い

る(

『大
無
量
壽
經
講
讃
』

・
東
本
願
寺
出 

版

部

・
一
九
七
五
・
九
三
頁)

。
梶
山
氏
は
、
「古

訳

二

本(

ニ
ー
三
世
紀)

に
こ
の
一
段
が
あ
る
こ
と
は
、
後
一
世
紀
の
北
イ
ン
ド
の
社
会
情
況
を 

反
映
し
、
ま
た
、

メ
シ
ア
思
想
一
般
の
構
成
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
梵
本 

成
立
当
時
の
社
会
情
況
を
想
定
し
て
、
五
悪
段
成
立
に
つ
い
て
の
推
論
を
立
て
て
い
る(

『「
さ
と
り
」
と

「廻
向
」
』
・
人
文
書

院

・
一
九
九
七
・
一
 

四
〇
頁)

。

『仏
教
経
典
成
立
史
論
』(

法
蔵
館)

一
九
四
六
・
四
〇
〇
頁

『原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』(

岩
波
書
店)

一
九
七
〇
・
五
二
頁
、
二
〇
一
頁

『浄
土
仏
教
の
思
想
・
一
』(

講
談
社)

一
九
九
四
・
五
一
頁

『大
無
量
寿
経
の
教
理
史
的
研
究
』(

永
田
文
昌
堂)

一
九
五
八
・
一
九
六
頁

『無
量
壽
經
諸
異
本
の
研
究
』(

永
田
文
昌
堂)

一
九
六
〇
・
二
三
五
頁
。
ま
た
そ
の
他
、
松
原
氏
は
、
五
悪
段
に
説
か
れ
て
い
る
内

⑧
 

『大
阿
弥
陀
経
』

に
は
、
衆

生

の

「修
善
」
「作
善
」
を
意
味
す
る
用
例
が
三
毒
五
悪
段
以
外
で
約
二
十
五
カ
所
見
ら
れ
る
。

⑨
 

善
行
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
宗
教
的
善
行
を
指
す
の
か
、
道
徳
的
善
行
を
指
す
の
か
と
い
う
問
題
を
論
じ
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
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⑪ ⑩⑬⑫⑰ ⑯ ⑮⑭
い
て
は
、
朝

山

幸

彦

「
『大
阿
弥
陀
経
』

の
道
徳
的
意
図
」(

『古
田
紹
欽
博
士
古
稀
記
念
論
集
』
・
創

文

社

・
一
九
ハ
一)

に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い 

る
。
本
稿
で
は
氏
の
見
解
を
参
照
し
、
三
輩
段
で
は
主
と
し
て
宗
教
的
善
行
が
、
そ
れ
以
降
で
は
道
徳
的
善
行
が
説
か
れ
て
い
る
と
位
置
づ
け
て
論 

じ
た
。
な
お
、
三
輩
段
か
ら
五
悪
段
へ
の
展
開
を
見
た
場
合
、
三
輩
段
と
五
悪
段
の
間
に
「
三
輩
再
説
」
段
が
あ
る
。
こ
れ
は
三
輩
段
の
宗
教
的
善 

行
と
区
別
し
て
、
道
徳
的
善
行
が
説
か
れ
て
い
る
段
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
を
三
輩
段
の
「再
説
」
と
見
る
の
か
、
三
輩
段
と
は
別
し
て
の
教
説 

で
あ
る
と
見
る
の
か
は
見
解
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
検
討
課
題
で
あ
る
こ
と
を
注
記
し
て
お
き
た
い
。
最
近
の
も
の
で
は
、
佐
々
木
大
悟 

「
『大
阿
弥
陀
経
』

の
往
生
思
想
—

五
輩
往
生
説
の
提
案
—
」(

『印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
三
——

ー
ニ
ニ
〇
〇
五)

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

イ
ン
ド
撰
述
説
の
論
拠
は
、
本
論
と
三
毒
五
悪
段
の
内
容
を
同
質
に
見
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
訳
者
の
意
向
に
基
づ
い
て
、
三
毒
五
悪
段
と 

同
様
に
、
本
論
も
増
広
さ
れ
整
理
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

『大
阿
弥
陀
経
』

『平
等
覚
経
』

『大
無
量
寿
経
』
三
本
の
三
毒
五
悪
段
の
関
係
に
つ
い
て
。

『大
阿
弥
陀
経
』

『平
等
覚
経
』

の
三
毒
五
悪
段
は
ほ 

ぼ
内
容
が
一
致
し
て
い
る
が
、

『大
無
量
寿
経
』

の
そ
れ
は
前
二
訳
を
整
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(

藤

田

『原
始
浄
土
思 

想
の
研
究
』

二
〇
二
頁)

。

ほ
ぼ
同
内
容
の
一
文
が
二
悪
以
降
の
末
尾
に
繰
り
返
さ
れ
る
。

香

川

氏

は

「度
世
」

に
つ
い
て
、
も
と
は
神
仙
家
の
「長
生
」
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
が
、
翻
訳
経
典
に
お
い
て
は
「出
世
間
」

の
訳
語
と
し 

て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
し
中
国
撰
述
経
典
で
は
「求
む
べ
き
理
想
の
境
地
」
を
意
味
し
て
い
る
と
見
ら
れ
、
こ
の
五
悪 

段

の

「度
世
」
も

「長
生
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
現
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
「
出
世
間
」

の
意
味
で
は
な
く
「
人
生
の
目
標
」
「
理
想
境
」
を
指 

し
て
の
用
語
で
あ
ろ
う
と
論
じ
て
い
る(

香

川

孝

雄

『浄
土
教
の
成
立
史
的
研
究
』(

山
喜
房
佛
書
林)

一
九
九
三
ー
ニ
ー
ー
三
一
七
頁)

。 

「
可
得
長
壽
・
度

世

・
上

天

・
泥
疽
之
道
」(

『真
聖
全
』

一
・
一
七
二
頁)

。
第
一
悪
か
ら
第
五
悪
ま
で
全
て
同
文
。

『大
無
量
寿
経
』

に
お
い
て
は
四
例
の
み
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
内
三
例
は
帝
王
と
乞
人
と
を
比
べ
る
教
説
中
に
あ
る
。
こ

の

段

は

『大
無 

量
寿
経
』

の
中
で
も
特
殊
な
内
容
で
あ
り
、
成
立
を
異
に
す
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。

『平
等
覚
経
』

に
は
こ
れ
に
相
当
す
る
経
文
が
存
在
す
る
。
こ

の

こ

と

は

『平
等
覚
経
』
が

『大
阿
弥
陀
経
』
か

ら

『大
無
量
寿
経
』

へ
の
移
行 

期
に
当
た
る
経
典
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

池

本

重

臣

『大
無
量
寿
経
の
教
理
史
的
研
究
』

一
ハ
一
ー
ニ
頁
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⑲⑱
藤

田

宏

達

『原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』

二
〇
二
頁

一
体
、
経
典
翻
訳
者
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
っ
て
、
あ
え
て
教
説
内
容
が
矛
盾
す
る
こ
の
段
を
付
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
明
ら
か 

に
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
現
在
言
及
出
来
る
こ
と
は
、
翻
訳
当
時
の
中
国
の
思
想
界
の
情
況
が
背
景
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
三
毒
五
悪
段
中
に
は
、
三
世
に
渡
る
因
果
応
報
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
仏
教
伝
来
以
降
、
中
国
の
思
想
界
に
お
い
て
強
い
関
心 

が

あ

っ

た

こ

の

「
三
世
」
を
説
く
た
め
に
付
加
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
考
え
ら
れ
よ
う
。
丘

山

新

氏

は

「
『大
阿
弥
陀
経
』

の
思
想
的
意
義
」 

(

『東
洋
文
化
』
七

〇

・
一
九
九
〇)

に
お
い
て
、
三
毒
五
悪
段
に
お
い
て
三
世
の
因
果
応
報
が
繰
り
返
し
説
か
れ
る
理
由
を
、
中
国
思
想
の
課
題 

を
通
し
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
内
容
を
一
般
化
し
て
道
徳
的
善
行
を
説
き
「長
生
」
「長
壽
」
と
い
う
福
徳
を
述
べ
る
の
は
、
当
然
中
国
で
の
経 

典
受
容
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
中
国
人
民
の
宗
教
心
に
応
え
、
真
実
の
救
済
に
導
く
た
め
に
、
こ
の
教
説
は
必
要
に
し
て
欠
く
こ
と
の
出 

来
な
い
役
割
を
担
う
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

松
原
氏
が
安
居
開
講
の
辞
に
お
い
て
「
釋
尊
の
悲
化
の
根
源
は
阿
彌
陀
佛
の
王
本
願
で
あ
る
第
十
八
願
の
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」

の
抑
止
の
文 

に
あ
る
こ
と
を
、
先
輩
よ
り
傳
承
し
聞
き
習
う
て
い
る
」(

松

原

『前
掲
書
』)

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
段
を
唯
除
の
文
の
展
開
と
し
て
位
置 

づ
け
る
こ
と
も
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
た
だ
し
、
親
鸞
の
視
点
で
論
じ
る
場
合
、
親

鸞

が

「信
巻
」
抑
止
文
釈
で
こ
の
段
を
引
用
し
な
い
こ
と
に
は 

顼
田
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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