
坂

東

本

『教
行
信
証
』

「信
巻
」

〃
序
前
の
文
〃
試
論

は
じ
め
に 

現

存

唯

一

の

親

鸞

真

筆

の

「坂
東
本
」

『顕
浄
土
真
実
教
行
証 

文
類
』(

以

下

『教
行
信
証
』)

に
は
、
他
筆
や
判
断
不
能
な
記
号
等
、
 

未
だ
十
分
に
確
か
め
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
問
題
が
散
見
し
て
い
る
。 

そ
の
中
で
も
、

「
信
巻
」
別

序

に

先

だ

っ

て

置

か

れ

て

い

る

『涅 

槃
経
』

か

ら

の

一

文(

以

下

「序
前
の
文
」
と
呼
ぶ)

は

『教
行
信 

証
』

一
部
六
巻
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
を
な
し
、
何
故 

こ
の
部
分
に
あ
り
、
如
何
な
る
意
義
が
あ
る
の
か
、
等
は
さ
ほ
ど 

語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

『教
行
信
証
』

一
部
六
巻
は
、
本
願
文
と
本
願
成
就
文
が
骨
子 

で
あ
る
。
し
か
し
、
親
鸞
の
本
願
了
解
を
徹
底
す
る
に
は
、
そ
の 

本
願
救
済
の
由
と

さ
れ

る
機
根
へ
の
喋
理
解
が
な
け
れ
ば

十
全 

と
は
言
え
な
い
。
「
罪
悪
深
重
、
煩
惱
至
常
の
衆
生
」
、

こ
の
土
台

斉 

藤 

研 

に
立
つ
人
間
を
凡
夫
と
言
い
、
悪
人
と
言
い
う
る
の
で
あ
り
、
ま 

た
そ
の
こ
と
を
自
己
の
一
切
と
し
た
の
が
親
鸞
で
あ
る
。

こ
の
こ 

と
を
自
明
と
し
、
問
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
凡
夫
と
言
う
も
、
悪 

人
と
言
う
も
、
他
者
と
の
関
係
の
中
で
使
わ
れ
る
謙
遜
の
語
、
時 

流
に
対
す
る
阿
り
の
語
と
な
る
。

一
体
、
親
鸞
の
思
想
の
際
立
っ
た
特
徴
は
、
師
法
然
の
打
ち
立 

て
た
選
択
本
願
念
仏
の
思
想
を
行
信
と
し
て
深
化
し
、
機
の
細
別 

を
通
し
て
明
か
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
の
選
択
本
願
の 

行
の
成
就
を
、
願
心
発
起
の
信
心
の
成
就
に
お
い
て
徹
底
す
る
こ 

と
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
同
時
に
見
出
さ
れ 

る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
は
、
虚
仮
不
実
を
己
と
す
る
煩
悩
成
就
の 

存
在
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ

の

中

心

と

な

る

「信
巻
」

が 

実
は
、
如
何
な
る
文
言
よ
り
始
ま
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
、

テ
キ 

ス
ト
上
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
親
鸞
の
教
学
の
土
台
と
し
て
、
決
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し
て
忽
せ
に
は
出
来
な
い
問
題
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、

「信 

巻
」
が
一
体
如
何
な
る
語
よ
り
始
ま
る
の
か
、
と
い
う
至
極
単
純 

な
疑
問
に
さ
え
は
っ
き
り
と
答
え
ら
れ
な
い
現
状
が
あ
る
と
す
れ 

ば
、
そ
の
こ
と
は
果
た
し
て
真
宗
学
の
未
解
決
部
分
と
し
て
、
枝 

葉
た
る
一
問
題
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
の
か
。

「
信
巻
」

が

「夫 

以
」

の
語
か
ら
始
ま
る
の
か
、

「復
有
一
臣
名
悉
知
義
」

か
ら
始 

ま
る
と
見
る
の
か
は
、
些
細
な
違
い
で
は
な
い
。

「
信
巻
」

が
別 

序
よ
り
始
ま
る
こ
と
を
当
然
と
す
る
態
度
に
こ
そ
、
親
鸞
の
顕
ら 

か
に
し
た
視
点
を
無
視
す
る
と
ま
で
言
い
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
重
大
な
過
ち
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

一

体

「
顕
浄
土
真
実
信
文
類
」
と
は
、
何
れ
の
語
を
以
て
そ
の 

始
ま
り
と
す
る
の
か
。

こ
れ
は
重
大
問
題
で
あ
る
。
以
上
の
点
よ 

り
本
小
論
は
、
親

鸞

真

筆

の

『教
行
信
証
』
、
す

な

わ

ち

「
坂
東 

本
」

「
信
巻
」

の
冒
頭
に
序
前
の
文
が
あ
る
の
は
如
何
な
る
こ
と 

か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

ー
 

序
前
の
文
を
取
り
巻
く
状
況

「
坂
東
本
」

『教
行
信
証
』

「
信
巻
」
は
、
次
の
語
よ
り
始
ま
る
。 

復
有
一
臣
名
悉
知
義

昔
者
有
王
名
日
羅
摩
害
其
父
得
紹
王
位

跋
提
大
王 

毗
樓
眞
王 

那
喉
沙
王 

迦
帝
迦
王 

毗
舎
怯
王 

月
光
明
王 

日

光

明

王

愛

王 

持
多
人
王 

如
是
等
王
皆
害
其
父
得
紹
王
位
然
无 

一
王
入
地
獄
者
於
今
現
在
毗
瑠
璃
王
優
陀
邪
王 

惡
性
王 

鼠
王 

蓮
華
王 

如
是
等
王
皆 

害

其

父

悉

无

一

王

生

愁

惱

者

文 

(

「信
巻
」
序

前

の

文

〔
改
行
は
坂
東
本
に
よ
る
〕

『定
本
』

ー
・

九
十
四
頁)

我

々

が

一

様

に

「信
巻
」

と
呼
ん
で
い
る
一
巻
は
、

『教
行
信 

証
』

六
巻
中
、
第
三
巻
目
に
位
置
し
、
現

存

の

「
坂
東
本
」

の
形 

態
で
は
、
第
一 

一
冊
目
に
あ
た
る
。

こ
の
ー 

ー
冊
目
で
あ
る
「
信
巻
」 

は
、

そ
の
外
題
に
、

「
顯
淨
土
真
實
信
文
類
三
」

と
あ
り
、

そ
の 

裏
(

次
頁)

に

今

取

り

上

げ

る

『涅
槃
経
』

か
ら
の
文
が
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
第

二

冊

目

「
信
巻
」

の
第
一 

丁
は
、
広
げ
る
と
右
側 

に

「
顯
淨
土
真
實
信
文
類
三
」
、
左
側
に
序
前
の
文
が
書
か
れ
て 

い
る
。

こ
こ
に
は
、
あ
る
一
人
の
大
臣
の
名
と
、
逆
父
に
よ
り
紹
位
し 

た
王
の
名
が
列
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
部
分
は
真
宗
学
の 

歴
史
を
通
し
て
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の 

理
由
と
し
て
三
つ
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
に
は
伝
統
教
学
の
中
で
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大

き

な

位

置

を

も

つ

存

覚

の

『六
要
鈔
』

で
は
序
前
の
文
に
は
触 

れ
ら
れ
て
い
な
い
。

二

つ

に

は

「
坂
東
本
」
は
今
の
よ
う
に
誰
し 

も
が
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
公
開
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。 

三
つ
に
は
共
に
真
蹟
と
思
わ
れ
て
い
た
西
本
願
寺
本
、
専
修
寺
本 

に

存

在

し

な

い

文

が

「坂
東
本
」

に
の
み
存
在
す
る
と
い
う
特
異 

性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

「
坂
東
本
」

へ
の
注
目
、
 

関
心
が
ど
う
し
て
も
少
な
か
っ
た
状
況
か
ら
は
、
序
前
の
文
へ
の 

言
及
が
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

こ

の

「坂
東
本
」

の
形
態
や
、
筆
蹟
に
対
す
る
関
心
が
俄
か
に 

高
ま
っ
て
い
く
の
は
、

「
坂
東
本
」

が
一
部
の
者
に
し
か
閲
覧
す 

る
機
会
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
的
制
約
状
況
か
ら
、
影 

印
版
の
普
及
に
伴
う
各
人
の
縦
覧
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
と
、
親 

鸞

の

真

筆

は

「坂
東
本
」

の
み
で
あ
る
と
の
研
究
成
果
に
よ
る
と 

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
筆
、
他
筆
の
筆
蹟
に
関 

す
る
注
目
、
ま
た
は
文
字
の
書
か
れ
た
年
代
は
何
時
か
、
等
と
続 

い
て
研
究
が
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

書

誌

学

的

な

ア

プ

ロ

ー

チ

で

「
坂
東
本
」
を
そ
の
研
究
の
対
象 

と
し
た
も
の
は
少
く
な
い
。
今

「
信
巻
」
冒

頭

の

外

題

「
顯
淨
土 

真

實
信
文
類
」(

一
丁
の
右)

及

び

序

前

の

文(

一
丁
の
左)

が
記 

さ
れ
て
い
る
一
葉
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
所
見
を
見
れ
ば
、
 

一
丁
の
右
に
あ
る
外
題
に
関
し
て
は
、
親
鸞
の
真
筆
、
別
筆
、
両

説
分
か
れ
る
が
、
左
側
の
序
前
の
文
は
、
親
鸞
の
真
筆
で
あ
る
と 

い
う
見
解
で
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
序
前
の
文
が
親
鸞
以
外
の 

筆
で
あ
る
と
い
う
説
得
力
の
あ
る
意
見
は
未
だ
聞
き
得
な
い
。

こ 

の
序
前
の
文
は
、
真
筆
説
に
は
別
段
異
論
な
く
、

「坂
東
本
」

の 

中
に
確
か
に
存
在
し
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

『教
行
信
証
』 

の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
部
分
な
の
で
あ
る
。 

以
上
の
よ
う
な
影
印
本
刊
行
に
伴
う
書
誌
学
的
方
面
か
ら
の
研 

究
は
、

一
方
で
親
鸞
の
筆
蹟
を
正
確
に
把
握
し
て
い
こ
う
と
い
う 

も
の
で
あ
り
、
敬
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
 

私
の
関
心
は
、
現

在

の

「
坂
東
本
」

の
状
態
に
お
い
て
、

そ
の
こ 

と
が
如
何
な
る
意
義
と
何
を
課
題
に
さ
れ
て
い
た
の
か
、
す
な
わ 

ち

『教
行
信
証
』

の

中

で

「
信
巻
」

の
冒
頭
に
序
前
の
文
が
置
か 

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
を
見
た
い
と
思
う
。

-
-

悉
知
義
の
意
味

こ
の
序
前
の
文
を
親
鸞
の
意
図
的
記
述
と
見
、
思
想
的
に
言
及 

し
た
の
は
古
田
武
彦
氏
が
初
め
で
あ
る
。
氏

は

こ

の

文

を

「
信
巻 

全
体
に
対
す
る
巻
頭
銘
文
」
と
位
置
づ
け
る
。
ま
た
、
安
藤
文
雄 

氏
の
論
点
は
、

「信
巻
」
後

半

の

『涅
槃
経
』

よ
り
の
引
文
部
分 

と
の
相
異
を
五
箇
所
挙
げ
、

「
信
巻
」
序

前

の

文

と

「信
巻
」
後 

半
の
文
と
は
別
の
独
立
し
た
位
置
付
け
を
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
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⑥

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

中

で

も

、

こ

の

文

が

「経

言

」

「
涅
槃
経 

言
」
と
い
う
導
入
、
典
拠
な
し
に
始
ま
っ
て
い
る
、
と
の
視
点
は 

注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『教
行
信
証
』

に
お
い
て
、
親
鸞
は
経 

言
で
あ
れ
ば
必
ず
典
拠
を
示
し
、
仏
説
で
あ
る
こ
と
を
明
記
す
る
。 

そ

れ

が

今

「復
有
一
臣
」
と
書
き
出
さ
れ
、
プ
ロ 

ロ
ー
グ
の
如
く 

書
き
出
さ
れ
て
い
る
感
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

そ

も

そ

も

こ

の

「
信
巻
」
序
前
の
文
は
、

「
信
巻
」
内
で
は
後 

半

の

「
難
治
の
機
」

が

主

題

と

さ

れ

る

部

分

の

『涅
槃
経
』

か
ら 

の
引
文
と
し
て
認
め
ら
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
救
わ
れ

難
き
も
の
を
死
に
至
る
病
の
者
と
し
て
喩
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の 

中
で
は
一
闡
提
の
象
徴
と
し
て
阿
闍
世
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の 

阿
闍
世
の
害
父
弑
逆
に
よ
る
懊
悩
、
愁
憂
に
対
す
る
慰
諭
が
取
り 

巻
き
の
大
臣
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
六
人
の
大
臣
は
王 

を
訪
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
師
事
す
る
師
の
思
想
を
披
瀝
し
、
往
く
こ 

と
を
勧
め
る
。

「信
巻
」
後
半
の
経
文
に
沿
っ
て
大
臣
及
び
、
思

想
家
の
名
を
列
ね
て
挙
げ
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

1

大
臣
日
月
称

2

大
臣
蔵
徳

3

大
臣
実
徳

4

大
臣
悉
知
義

5

大
臣
吉
徳

プ
ー
ラ
ナ
・
カ
ッ
サ
パ 

富
闌
那

マ
ッ
カ
リ
・
ゴ
ー
サ
ー
ラ 

末
伽
梨
拘
赊
梨
子 

。

サ
ン
ジ
ャ
ヤ
・
ベ
ー
ラ
ッ
テ
ィ
プ
ッ
タ 

那
闡
邪
毗
羅
肱
子 

ア
ジ
タ
・
ケ
ー
サ
カ
ン
バ
ラ 

阿
嗜
多
翅
金
欽
婆
羅 

パ
り
ダ
・
カ
ッ
チ
ャ
ー
ヤ
ナ 

加
羅
鳩
駄
迦
旃
延

ニ
ガ
ン
タ
・
ナ
ー
タ
フ
ッ
タ 

6

大

臣

無

所

畏

一

尼

乾

陀

若

犍

子 

右
の
中
、
第
四
番
目
、
大
臣
悉
知
義
の
阿
闍
世
王
に
説
く
と
こ
ろ 

の
文
が
、
今
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
言 

う
六
臣
が
師
事
す
る
師
と
は
通
称
六
師
外
道
と
呼
ば
れ
、
仏
陀
釈

尊

と

ほ

ぼ

同

時

代

に

中

印

度(

ガ
ン
ジ
ス
河
中
流
域)

で
勢
力
の
あ 

っ
た
六
人
の
自
由
思
想
家
の
総
称
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
六
師
外 

道
や
、
六
臣
に
関
す
る
経
説
は
、

『長
阿
含
経
』
巻
第
十
七
、
す

な

わ

ち

『沙
門
果
経
』

な
ど
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。
試
み
に
、
六 

師
の
名
前
と
そ
れ
を
勧
め
る
者
の
名
を
挙
げ
れ
ば
、

1

雨
舎
婆
羅
門

2

雨
舎
弟
須
尼
陀

4

典
作
大
臣

5

伽
羅
守
門
将

3

優
陀
夷
漫
提
子

6

弟
無
畏

不
蘭
迦
葉

末
伽
梨
瞿
舎
利 

阿
耆
多
翅
舍
欽
婆
羅 

婆
浮
陀
伽
旃
那 

散
若
夷
毘
羅
梨
沸 

尼
乾
子

で

あ

り
(

ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
『涅
槃
経
』

に
登
場
の
順
序
を
指
す)

、
 

『涅
槃
経
』

で
の
順
序
と
大
臣
に
相
当
す
る
名
前
が
少
し
違
う
よ 

う
で
あ
る
。

こ

の

『沙
門
果
経
』

の
中
で
阿
闍
世
王
は
、
ま
る
で 

昼
と
同
じ
明
る
さ
を
放
つ
満
月
の
夜
に
、
当
に
今
何
を
す
べ
き
か 

を
周
囲
の
者
共
に
問
い
、
右
に
挙
げ
た
六
人
の
阿
闍
世
の
取
り
巻 

き
は
そ
れ
ぞ
れ
の
推
挙
す
る
師
を
挙
げ
、
彼
等
に
問
訊
す
る
こ
と
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⑦
 

ヽ
 

を
勧
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
 

王
又
命
一
典
作
大
臣
一
而
告
レ
之
日
。
今
夜
清
明
與
レ
晝
無
レ
異
。 

當
下
詣
二
何
等
沙
門
婆
羅
門
所
一
能
開
中
悟
我
心̂

典
作
大
臣
白 

言

。
有
二
阿
耆
多
翅
舍
欽
婆
羅べ

於
-
大
衆
中
一
而
為
二
導
首7  

多
有
二
知
識7

名

稱

遠

聞

。
猶
如
下
大
海
無
古
不
蓉
受7

衆 

所
二
供
養7
大
王
。
宜
下
往
詣
彼
一
問
訊"

王
若
見
者
。
心
或 

開
悟
。 

(

『沙
門
果
経
』
『大
正
蔵
』

一
・
一
〇
七
中) 

と
い
う
短
い
や
り
取
り
が
一
人
の
大
臣
と
の
間
で
な
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
他
の
五
人
と
も
同
様
の
対
話
が
あ
る
が
、
共
通
し
て
い
る
の 

は
、
六
人
の
取
り
巻
き
の
大
臣
が
そ
れ
ぞ
れ
六
師
を
評
し
て
勧
め 

る

時

に

「多
有
知
識
、
名
称
遠
聞
」
と
語
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の 

語
は
一
見
し
て
人
の
尊
敬
と
興
味
を
仰
ぐ
こ
と
と
な
る
。
名
士
尸
と 

知
識
、
そ
れ
は
確
か
に
一
つ
の
基
準
で
あ
り
、
評
価
の
一
つ
で
あ 

る
。
勧
め
る
者
が
師
の
何
処
を
勧
め
、
何
処
を
尊
敬
し
て
い
る
の 

か
は
、
そ
の
者
が
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
何
で
あ
る
か
を
反
証 

す
る
も
の
で
あ
る
。
勧
め
る
六
臣
は
、
知
識
と
名
称
を
第
一
と
す 

る
。
知
識
と
名
士
尸
を
も
っ
て
勧
め
る
者
は
、
正
し
く
知
識
と
名
士
尸 

を
欲
し
て
い
る
者
で
あ
る
。

こ

の

『沙
門
果
経
』

の
六
臣
の
中
、
勧

め

る

師

の

名

前

が

「
阿 

耆
多
翅
舍
欽
婆
羅
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、

『涅
槃
経
』

に
お
け
る 

「
大
臣
悉
知
義
」

に

相

当

す

る

名

前

は

「典
作
大
臣
」

で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。

「
典
」
と
は
道
、

の
り
、
正
し
い
、
軌
範
の
意
で 

あ
る
。

「典
作
」

の
名
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
の
は
、
威
儀
庠
序
に 

し
て
人
々
の
軌
範
と
な
り
、
正
し
き
こ
と
を
作
す
者
で
あ
る
。
そ 

し

て

「悉
知
義
」

の

名

に

あ

る

「義
」
と
は
、
よ
い
、
正
し
い
、
 

こ
と
わ
り
、

の
り
、
道
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
悉
く
知
る
者
の
意
味 

が

「悉
知
義
」
と
い
う
名
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
嘉
き
名
で
あ
る
こ 

と
が
わ
か
る
。

序

前

の

文

は

「復
有
一
臣
名
悉
知
義
」
と
始
ま
り
、
そ
の
後
に 

続
く
殺
父
の
事
柄
は
仏
教
で
い
う
五
逆
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
が 

「悉
知
義
」
と
い
う
名
を
持
つ
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
形
に
な
っ 

て
い
る
。
し
か
し
、
何

故

「
復
有
一
臣
名
悉
知
義
」
と
始
ま
る
の 

か
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

仏
教
に
お
け
る
五
逆
の
問
題
を
世
法
の
論
理
に
お
い
て
消
化
し 

て
い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
す
な
わ
ち
知
識
に
よ
っ
て
人
間
の 

苦
悩
の
解
決
を
見
て
い
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
六
臣
が
い
る
。
身 

心
苦
悩
の
阿
闍
世
を
慰
撫
す
る
た
め
に
大
臣
は
登
場
し
慰
め
の
挨 

拶
を
す
る
。
そ
れ
に
対
す
る
王
の
痛
傷
の
吐
露
、

そ
し
て
大
臣
の 

慰
諭
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
慰
諭
は
、
悲
劇
の
一
部
始
終
を
黙 

認
し
て
い
た
者
が
為
す
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
苦
悩
の
共
感
は
な 

い
。
六
臣
に
共
通
す
る
の
は
、
権
謀
術
数
故
の
態
度
保
留
の
者
が 

苦
悩
の
姿
に
機
を
見
て
な
し
た
慰
諭
で
あ
る
。
父
王
幽
閉
時
に
も
、
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后
妃
を
手
に
掛
け
よ
う
と
し
た
と
き
に
も
、
そ
れ
ら
の
者
は
態
度 

保
留
で
あ
っ
た
。
そ
の
も
の
達
が
王
の
苦
悩
の
状
況
に
お
い
て
始 

め
て
接
近
、
進
言
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
苦
悩
に
対
す
る
顧
慮
は
な 

い
。
あ
る
の
は
知
識
の
冷
た
さ
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
知
識
を
最 

も

よ
く
そ
の
名
に
表
し
て

い
る
の
が
六
臣
中
「悉
知
義
」

で
は
な 

い
か
。
そ
の
こ
と
が
象
徴
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

そ
の
名
に
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
人
が
平
常
時
に
尊
敬
し
あ
こ 

が
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
識
で
人
間
は
救
わ
れ
な
い
。 

そ
し
て
そ
の
こ
と
を
身
心
に
お
い
て
知
っ
た
者
が
阿
闍
世
で
あ
る
。

三
衆
生
の
国
王
意
識

序

前

の

文

に

は

「経
言
」

「
涅
槃
経
言
」

の
語
は
な
い
。

そ
う 

で
あ
る
か
ら
、

一

連

の

『涅
槃
経
』

か
ら
の
引
文
の
中
に
同
一
箇 

所
と
見
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
も
っ
て
理
解
し
よ
う 

と
す
る
見
方
や
、
ま

た

こ

の

文

を

後

の

「信
巻
」
後
半
部
分
の
阿 

闍
世
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
部
分
の
中
で
解
説
を
試
み
よ
う
と 

す
る
も
の
も
あ
る
が
、

「
信
巻
」
序

前

の

文

と

「
信
巻
」
後
半
の 

文
と
は
別
の
独
立
し
た
位
置
付
け
が
必
要
で
あ
る
。

や

は

り

「信 

巻
」
後
半
の
阿
闍
世
に
関
す
る
出
来
事
の
展
開
を
予
定
し
て
読
む 

べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

こ

の

文
は

如

何
な

る

意

味
で

「
信
巻
」
冒

頭
に
置
か
れ
た
の
か
。
今

、
序
前
の
文
の
意
を
確
か
め
れ
ば
、
 

復
た
王
に
事
え
る
一
人
の
大
臣
が
い
た
。
名
は
悉
知
義
と
い 

う

。

昔

、
羅
摩
と
い
う
王
が
い
た
。
そ
の
父
王
を
殺
し
、
王
位
を 

紹
い
だ
の
で
あ
る
。
跋
提
大
王
、
毗
樓
眞
王
、
那
喉
沙
王
、
 

迦
帝
迦
王
、
毗
舎
怯
王
、
月
光
明
王
、

日
光
明
王
、
愛
王
、
 

持
多
人
王
な
ど
、
此
等
の
王
は
皆
、
そ
の
父
を
害
し
王
位
を 

紹
い
だ
者
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

一
人
の
王
と
し 

て
地
獄
に
入
る
者
は
い
な
か
っ
た
。

そ
し
て
今
現
在
も
毗
瑠
璃
王
、
優
陀
邪
王
、
惡
性
王
、
鼠
王
、
 

蓮
華
王
な
ど
、

こ
れ
ら
の
王
は
皆
そ
の
父
を
害
し
た
者
で
あ 

る
が
、
悉
く 

一
 

人
の
王
と
し
て
、(

そ
の
害
父
の
事
を)

愁
い 

悩
む
者
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
文 

と
な
る
。
こ
こ
に
は
歴
史
上
に
出
現
し
た
と
さ
れ
る
王
の
名
が
連 

ね
ら
れ
て
い
る
。
過
去
の
害
父
に
お
い
て
紹
位
し
た
王
の
名
と
、
 

現
に
王
位
を
篡
奪
し
愁
悩
す
る
こ
と
の
な
い
王
の
名
で
あ
る
。
し 

か
し
こ
の
王
達
を
特
定
の
歴
史
上
の
人
物
、
特
定
の
状
況
に
置
か 

れ
た
人
間
の
あ
り
方
と
だ
け
見
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
 

王
と
は
誰
か
、

こ
こ
に
連
な
っ
て
い
る
王
と
は
何
者
な
の
か
が
問 

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
親
鸞
の
時
機
の
自
覚
に
徹
底
す
る
人 

間
へ
の
視
点
を
も
っ
て
す
れ
ば
、

こ
れ
が
決
し
て
他
日
他
人
を
言
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い
表
し
た
こ
と
で
あ
る
と
は
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い 

か
。

こ
の
王
が
象
徴
し
て
い
る
歴
史
は
何
か
、
何
を
見
て
い
る
の 

か
。
そ

れ

が

「
信
巻
」

の
課
題
と
如
何
な
る
関
係
を
有
す
る
か
が 

顧
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
王
と
い
う
言
語
に
託
さ
れ
て
い
た
意
味
は
何
で
あ
る 

か
。
序
前
の
文
の
中
に
列
ね
ら
れ
て
い
る
王
だ
け
を
見
て
悪
逆
非 

道
を
も
っ
て
そ
の
本
性
と
早
計
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
も 

そ
も
仏
典
の
中
に
語
ら
れ
て
い
る
王
に
対
す
る
言
及
の
文
言
は
多 

く
あ
る
。
例
え
ば
、

婆
悉
吒
よ
、
摩

訶

三

摩

多

と

は

『全
人
類
に
よ
り
て
選
ば
れ 

た
る
者
』

て
ふ
意
な
り
。
實
に
第
一
の
語
と
し
て

、

『摩
訶 

三
摩
多
』

て
ふ
名
が
用
ひ
ら
る
ヽ
に
至
れ
り
。
婆
悉
吒
よ
、
 

刹

帝

利

と

は

『農
場
の
主
』

て
ふ
意
な
り
。
實
に
第
二
の
語 

と
し
て
、

『刹
帝
利
』

て
ふ
名
が
用
ひ
ら
る
ヽ
に
至
れ
り
。 

婆
悉
吒
よ
、
王
と
は
、

「法
に
よ
り
て
他
人
を
喜
悦
せ
し
む 

る
者
」

て
ふ
意
な
り
。
實
に
第
三
の
語
と
し
て

、

『王
』

て 

ふ
名
が
用
ひ
ら
る
ヽ
に
至
れ
り
、
婆
悉
吒
よ
、
是
の
如
く
、
 

こ
の
刹
帝
利
の
一
般
に
、
古
の
、
最
初
に
生
ぜ
る
、
慣
例
に 

よ
り
て
、
そ
の
名
が
用
ひ
ら
る
ヽ
に
至
れ
り
。

(

『起
世
因
本
経
』
『南
伝
大
蔵
経
』
ハ

・
一
ー
三
頁) 

と
、
民
衆
に
よ
っ
て
選
ば
れ
、
そ
の
民
を
守
護
し
、
軌
範
に
お
け

る
安
穏
の
生
活
を
請
け
負
う
す
る
こ
と
が
王
の
正
意
で
あ
る
と
言 

及
さ
れ
て
い
る
。
語
源
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
序
前
の
文
の
王
の
姿 

と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。
初
期
の
経
典
に
伝
え
る
文
言
に
よ
れ
ば
、
 

「
王
」

の
起
こ
り
は
、
必
ず
し
も
統
治
階
級
者
の
強
権
発
動
や
、
 

暴
力
を
そ
の
背
景
と
は
し
て
い
な
い
。
混
沌
や
不
秩
序
を
正
し
て 

い
こ
う
と
す
る
も
の
の
集
ま
り
の
中
よ
り
選
ば
れ
る
の
で
あ
り
、
 

そ
の
た
め
に
そ
れ
を
害
す
る
も
の
か
ら
護
る
存
在
と
し
て
あ
る
の 

で
あ
っ
て
、
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
民
に
安
心
を
与
え 

る
も
の
が
王
と
呼
ば
れ
る
、
と
あ
る
。

こ

こ

で

言

わ

れ

る

「法
に 

よ
り
て
」

の

「法

」
と
は
世
俗
の
軌
範
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
っ 

て
、
そ

れ

が

や

が

て

「
王
法
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
民
衆
統 

治
の
た
め
の
王
の
論
理
、

つ
と
め
と
な
る
。

こ
の
王
法
実
践
の
原 

理
と
し
て
仏
法
を
仰
い
だ
も
の
が
頻
婆
娑
羅
王
で
あ
る
。
頻
婆
娑 

羅
王
は
仏
教
を
外
護
し
た
王
と
し
て
種
種
の
経
典
に
も
登
場
す
る 

王
で
あ
る
が
、
頻
婆
娑
羅
王
に
対
す
る
経
典
の
解
説
は
ま
さ
に
王 

の
資
格
を
持
ち
合
わ
せ
る
者
と
し
て
、
ま
た
仏
に
帰
依
し
た
王
と 

し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

摩
掲
陀
國
王
斯
尼
喩
頻
婆
娑
羅
は
如
法
者
・
法
に
從
へ
る
王 

に
し
て
、
婆
羅
門
及
び
居
士
に
對
し
て
も
、
都
市
の
住
民
に 

對
し
て
も
、
亦
一
般
人
民
に
對
し
て
も
哀
愍
の
情
深
か
り
き
。 

又

實

に

人

々

は

王
を

稱

讃

し
て

「
是
の
如
く
か
の
如
法
者
に
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し
て
法
に
從
へ
る
我
等
の
王
は
、
我
等
に
幸
福
を
與
へ
て
死 

に
逝
け
り
、
是
の
如
く
我
等
は
か
の
如
法
者
に
し
て
法
に
從 

へ
る
王
の
國
土
に
於
て
、
斯
く
幸
福
に
生
存
せ
り
」
と
言
へ 

り
。
實
に
彼
も
亦
佛
を
信
じ
法
を
信
じ
僧
伽
を
信
じ
、
敎
に 

於
て
よ
く
行
へ
る
も
の
な
り
き
。

(

『南
伝
大
蔵
経
』
第
七
巻
・
二
〇
七
頁) 

爾
時
大
王
到
佛
會
已
。
除
去
王
者
自
在
之
相
。
至
於
佛
前
偏 

袒
右
肩
。
右
膝
著
地
合
掌
向
佛
。

(

『大
正
蔵
』

一
・
ハ
一 

ー
五
頁
中) 

猶
如
刹
利
王
捨
五
威
儀
。 

(

『大
正
蔵
』

一
・
ハ
五
五
頁
下) 

等
と
伝
え
ら
れ
て
、
仏
の
弟
子
と
し
て
一
国
の
王
た
ら
ん
と
し
た 

こ
と
が
よ
く
伺
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
王
と
い
う 

語
に
あ
か
ら
さ
ま
な
支
配
と
暴
力
と
負
の
意
味
だ
け
を
仮
託
さ
れ 

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
理
想
的
統
治
者
の
側
面
か
ら
言 

葉
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
転
輪
聖
王
な
ど
は
こ
の
よ
う
な
仏
教 

徒
の
理
想
的
な
国
王
像
が
投
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
今 

問
題
は
王
そ
の
も
の
の
言
葉
の
通
釈
で
は
な
い
。
親

鸞

が

「
王
」 

と
し
て
序
前
の
文
の
中
で
人
間
の
何
を
見
よ
う
と
し
た
の
か
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。

右
の
ま
こ
と
に
賞
賛
さ
れ
る
人
と
し
て
の
頻
婆
娑
羅
王
の
姿
は
、
 

親

鸞

に

よ

っ

て

『浄
土
和
讃
』

の

「観
経
意
」
と
し
て
次
の
よ
う

に
和
讃
さ
れ
て
い
る
。 

頻
婆
娑
羅
王
勅
せ
し
め 

宿
因
そ
の
期
を
ま
た
ず
し
て 

仙
人

殺

害

の
む

く
ひ

に
は

七

重

の
む

ろ

に
と
ぢ

ら

れ

き

(

『定
親
全
』
ー
ー
・
和
讃
篇
・
四
六
頁) 

『観
経
』

に
お
け
る
韋
提
希
懊
悩
の
背
景
に
、
ま
こ
と
に
人
間
的 

と
も
言
う
べ
き
頻
婆
娑
羅
の
所
作
を
見
取
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は 

如
法
者
と
し
て
賞
美
さ
れ
た
王
と
い
え
ど
も
、

や
は
り
自
業
自
得 

の
道
理
に
苦
し
む
し
か
な
い
人
間
そ
の
も
の
の
持
つ
暗
さ
、
ま
た 

そ
の
こ
と
が
い
み
じ
く
も
人
間
で
あ
る
こ
と
の
証
明
の
如
く
見
出 

さ
れ
て
く
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

『浄
土
和
讃
』

の 

「
観
経
意
」
は
、
九
首
を
も
っ
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
が
、
 

そ

の

内

の

多

く

に

『観
経
』
序
分
の
内
容
が
和
讃
さ
れ
て
い
る
。 

親
鸞
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
注
目
し
、
和
讃
し
た
序
分
と
は
、
経
典 

が
説
き
出
さ
れ
る
た
め
の
導
入
部
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
で
は
な 

く
、
舞
台
に
登
場
す
る
役
者
を
紹
介
す
る
の
で
も
な
い
。

こ
の
序 

分
に
は
、
本
願
開
顕
の
機
縁
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
親
鸞
は
、
 

然 

則
淨
邦
緣
熟 

調
達
闍
世 

興
二
逆
害-

淨
業
機
彰 

釋
迦 

韋
提 

選
ニ 

安
養
一
斯
乃
權
化
仁
齋 

救
ニ
濟
苦
惱
群 

ヲ 

ノ 

シ
ク
オ
ホ
ス
メ
ク
マ
ム
ト 

ヲ 

萌
日
世
雄
悲
正
欲
三
惠
二
逆
謗
闡
提
ー(

『定
親
全
』

一
・
五
頁) 

と
示
す
の
で
あ
る
。
親

鸞

は

「
王
」
と
い
う
こ
と
に
人
間
の
何
を
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見
よ
う
と
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
世
雄
の
悲
の
正
機
、
正
し
く
恵 

ま
ん
と
す
る
逆
謗
闡
提
に
通
底
す
る
人
間
の
問
題
で
は
な
い
の
か
。 

『観
経
』

に
は
そ
の
こ
と
を
具
体
的
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
 

善

導

の

『観
経
疏
』

「序
分
義
」

の

「禁
父
縁
」

の
釈
で
は
、
先 

の

問

題

と

同

質

の

王

の

本

質

を

鋭

く

凝

視

す

る

箇

所

が

あ

る

。 

『観
経
』

の

「有

一

太

子

名

阿

闍

世
 

随
順
調
達 

悪
友
之 

教
」

の
文
を
釈
す
部
分
で
あ
る
が
、
善
導
は
随
分
と
解
釈
す
る
分 

量
を
取
っ
て
い
る
。
単
に
阿
闍
世
出
生
の
因
縁
譚
だ
け
を
詳
し
く 

描
き
出
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
特
に
頻
婆
娑
羅
、
韋
提
希
、
阿 

闍
世
、
提
婆
の
名
を
借
り
な
が
ら
人
間
そ
の
も
の
の
機
微
を
描
き 

出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
頻
婆
娑
羅
王
は
、

一
国
の
王
に
、
所
有
の
人
物 

皆
帰
属
す
る
と
い
う
論
理
よ
り
、
継
嗣
を
得
る
た
め
に
仙
人
を
殺 

害
し
、
児
を
授
か
る
。
ま
た
相
師
の
言
、
す
な
わ
ち
生
ま
れ
て
く 

る
子
が
自
ら
を
損
す
る
と
い
う
予
言
を
畏
れ
な
い
と
い
う
形
で
意 

識
し
、
結
果
今
度
は
子
を
無
き
者
に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う 

な

背

景

を

因

と

し

て

「新

王

・
新
佛
治
化
、
豈
不
レ
樂 

乎
」
と 

公
言
し
て
た
め
ら
わ
な
い
提
婆
達
多
を
阿
闍
世
は
尊
者
と
仰
ぎ
、
 

父
王
へ
の
弑
逆
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
阿
闍
世
の
逆
害
は
提
婆 

の
誑
か
し
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
見
が
ち
だ
が
、
因
と
し
て
の
頻 

婆
娑
羅
の
一
連
の
振
る
舞
い
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

悪
逆
の
展
転
増
大
こ
そ
罪
悪
深
重
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
、
煩
悩
成 

就
の
衆
生
、

の
現
実
で
あ
る
。

こ
の
現
実
は
、
そ
の
中
に
あ
る
も 

の
に
と
っ
て
は
、
何
等
の
疑
い
も
懐
く
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。 

理
知
に
よ
っ
て
自
ら
の
立
場
を
正
当
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ 

の
こ
と
を
象
徴
的
に
描
き
出
し
て
い
る
の
が
六
臣
の
慰
諭
で
あ
る
。 

理
知
が
自
身
の
肯
定
か
ら
出
発
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の 

理
知
そ
の
も
の
を
問
う
眼
は
衆
生
に
は
な
い
。
あ
る
の
は
、
理
知 

と
理
知
の
対
立
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
構
造
こ
そ
が
娑
婆
を 

支
配
す
る
思
考
で
あ
る
。

こ
こ
に
教
示
さ
れ
て
い
る
、
父
を
殺
し
て
王
位
を
紹
ぐ
と
い
う 

こ
と
と
、

一
国
の
王
が
そ
の
領
土
に
あ
る
全
て
を
自
ら
に
帰
属
す 

る
と
の
考
え
方
に
本
質
的
に
違
い
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
自
ら
の
欲 

を
他
者
へ
ぶ
つ
け
、
そ
こ
に
お
い
て
は
殺
害
を
も
辞
さ
な
い
と
の 

結
論
に
及
ぶ
は
、
ま
っ
た
く
国
土
の
所
領
は
全
て
自
ら
に
属
す
と 

考
え
て
い
る
国
王
意
識
の
本
領
で
あ
る
。
私
は
こ
の
象
徴
的
に
描 

か
れ
て
い
る
王
舍
城
の
出
来
事
に
貪
・
瞋

・
癡
の
発
露
と
、
人
間 

の
も
つ
国
王
意
識
の
具
体
を
見
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
王
と
い
う
も
、
決
し
て
特
殊
な
状
況
を
指
す 

の
で
は
な
い
。
阿
闍
世
と
は
誰
の
こ
と
か
。

こ
の
命
題
を
詰
め
て 

い
け
ば
、
そ
こ
に
は
王
と
は
何
か
、
六
臣
を
ど
う
見
る
か
、
と
い 

う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
決
し
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て
位
や
役
職
に
よ
る
苦
悩
で
は
な
く
、
ま
た
歴
史
上
の
物
語
、
自 

己
の
現
在
と
乖
離
し
た
外
側
の
問
題
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま 

さ
に
こ
う
し
た
人
間
が
持
つ
国
王
意
識
が
摩
訶
陀
国
の
王
舍
城
の 

阿
闍
世
を
代
表
と
す
る
人
々
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な 

い
か
。
王
と
は
自
我
意
識
、
全
我
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
序
前 

の

文

の

「
王
と
し
て
愁
悩
を
生
ず
る
者
無
し
」
と
の
意
味
も
、

こ 

の
点
に
お
い
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
害
父
に 

よ
る
感
情
の
乱
れ
が
一
切
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
自
我
意
識 

か
ら
は
自
我
肯
定
の
論
理
し
か
現
出
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
は 

っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
生
ず
る
者
少
な
し
」

「
生 

じ
難
し
」

で
な
く
、

「
無
し
」
と
言
い
切
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
自
我 

の
正
体
を
確
か
に
肯
い
た
の
が
親
鸞
で
あ
ろ
う
。

四
法
蔵
菩
薩
の
棄
国
捐
王 

自
我
を
正
し
く
自
ら
の
全
て
と
す
る
よ
う
な
描
か
れ
方
を
し
て 

い
る
提
婆
と
、
そ
の
者
を
尊
者
と
し
て
仰
ぐ
阿
闍
世
は
、
正
に
仏 

法
破
壊
の
大
罪
に
お
い
て
仏
の
救
済
よ
り
遠
ざ
け
ら
れ
る
べ
き
者 

で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
仏
に
よ
っ
て
本
願
に
背
い
て
生
き
る
人
間 

そ
の
も
の
の
あ
り
方
が
凝
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
本 

願
開
顕
の
機
縁
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
こ
そ
仏
の
大
悲
の
正
機 

た
る
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ

れ

が

「
世
雄
の
悲
、
正
し
く

逆

謗

闡

提

を

恵

ま

ん
と

欲
す

」

と

あ

る

本

意
で

あ
ろ

う

。

こ
の 

「
欲
」

の
一
字
こ
そ
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
逆
謗
闡
提
を
こ
そ
救 

わ
ん
と
す
る
如
来
出
世
の
本
懐
で
あ
る
。
人
間
の
持
つ
国
王
意
識 

と
は
っ
き
り
と
分
限
を
異
に
す
る
も
の
こ

そ
「
仏
」

で
あ
る
。

こ 

こ

に

私

は

『大
無
量
寿
経
』

に
説
か
れ
て
い
る
法
蔵
菩
薩
の
出
家 

発
心
の
経
説
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。

時
有
二
国
王(

聞
二
佛
説
法(

心
懷
二
悦
豫
一
尋
發
二
無
上
正
眞 

道

意1

棄
レ
國
捐
レ
王
、
行
作
二
沙
門
一
號
日
ニ
法
藏ペ

高
オ
勇 

哲

、
與
レ
世
超
異
。

(

『大
無
量
寿
経
』
『真
聖
全
』

一;

ハ
頁) 

『大
無
量
寿
経
』
正
宗
分
は
、
釈
尊
が
阿
難
に
、
乃
往
過
去
よ
り 

の
過
去
仏
の
伝
統
を
示
し
、
今
現
在
説
法
の
阿
弥
陀
仏
の
因
縁
を 

説
く
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
中
で
も
世
自
在
王
仏
と
法
蔵
菩
薩
の
関 

係
、
そ
し
て
法
蔵
菩
薩
の
本
願
建
立
ま
で
の
経
過
が
釈
尊
に
よ
っ 

て

『大
無
量
寿
経
』

の
会
座
に
来
集
し
た
も
の
に
開
示
さ
れ
る
。 

そ
の
中
で
、
法
蔵
菩
薩
の
出
家
発
心
は
ど
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
、
 

了
解
さ
れ
て
き
た
の
か
。
た
と
え
ば
阿
弥
陀
仏
の
数
あ
る
前
生
説 

話
の
な
か
の
最
も
代
表
的
な
も
の
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
或
は
釈
尊 

の
迦
毘
羅
城
よ
り
の
出
家
を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
側
面
で
語
ら
れ
、
 

ま
た
釈
尊
の
四
門
出
遊
の
本
生
譚
を
回
想
さ
せ
、
仏
道
を
求
め
る 

も
の
の
志
願
の
象
徴
と
し
て
説
明
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。

い
ず
れ
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に
し
て
も
さ
と
り
を
求
め
て
出
家
す
る
も
の
を
讃
え
る
と
い
う
こ 

と
の
側
面
が
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、
 

棄
國
捐
王
。
明
其
所
捨
。
行
作
沙
門
。
彰
其
所
為
。
此
翻
名 

息

。
息
諸
惡
故
。

(

浄
影
寺
慧
遠
『無
量
壽
經
義
疏
』
『大
正
蔵
』
三
七
・
一
〇
一
中) 

棄
國
捐
王
下
次
句
明
捨
重
位
出
家
志
行
。

(

嘉
祥
寺
吉
蔵
『無
量
壽
經
義
疏
』
『大
正
蔵
』
三
七
・
一
ニ
〇
下) 

經
日
棄
國
捐
王
至
與
世
超
異
者
。
述
云
此
第
二
出
俗
修
道
也
。 

(

憬

興

『無
量
壽
經
連
義
述
文
賛
』
『大
正
蔵
』
三
七
・
一
四
ハ
中) 

棄
レ
國
捐
レ
王 

明
ニ
其
所
捨7
捐

捨

也

。
言
。
菩
薩
爲
レ
道 

棄
二
捨
所
有7

如
レ
脫
蔽
屣
ー
故
。

(

性

海

『大
經
顯
宗
疏
』

『真
宗
全
書
』2

・
一
四
五
頁)

天
和
三 

年

(
1
6
8
3
)

國
は
是
れ
王
者
の
大
器
に
し
て
、
王
は
是
れ
君
子
の
大
寶
な 

り
、
今
無
二
の
寶
を
擧
げ
て
諸
欲
を
捐
つ
る
こ
と
を
顯
す
、
 

是
れ
亦
不
堅
法
を
以
て
三
堅
法
に
貿
ふ
る
が
故
な
り
。

(

峻

諦

『佛
説
無
量
壽
經
會
疏
』

『真
宗
叢
書
』3
 
・
 

一
三
二
頁) 

元
禄
十
三
庚
辰(

一
7

〇

棄
國
捐
王
等
。
三
出
家
。
棄
國
捐
王
は
會
疏
に
云
ふ
如
く
。 

國
は
こ
れ
王
者
の
大
器
と
は
老
子
の
語
な
り
。
王
は
こ
れ
君 

子
の
大
寶
と
は
易
の
語
也
。
そ
れ
程
の
寶
を
す
て
る
で
な
け

れ
ば
出
家
で
は
な
き
也
。
沙
門
は
此
に
苦
勞
と
も
勤
勞
と
も 

翻
ず
。
出
家
に
な
れ
ば
功
勞
し
勤
め
ね
ば
な
ら
ず
今
の
時
は 

道
樂
を
せ
ん
と
て
出
家
す
る
こ
と
悲
む
べ
し
。
と
き
此
に
行 

作
沙
門
と
あ
る
行
の
字
き
こ
え
が
た
し
。
修
行
し
て
そ
れ
か 

ら
出
家
す
る
や
う
に
あ
れ
ど
も
不
レ
爾
。

こ
れ
は
嘉
祥
疏
に 

よ
く
釋
し
て
あ
り
。
出
家
志
行
と
釋
す
。
こ
の
行
じ
て
と
云 

ふ
は
出
家
を
と
げ
た
い
と
云
ふ
志
願
を
發
す
こ
と
な
り
。

つ 

い
ー
朝
一
タ
に
思
ひ
っ
き
給
ふ
出
家
で
は
な
い
ど
う
ぞ
出
家 

を
と
げ
た
い
と
云
ふ
深
い
志
願
を
起
し
。
そ
れ
か
ら
出
家
沙 

門
と
な
り
給
ふ
。
探
玄
記
四
六
十
四
云
「
心
起
レ
願
稱
レ
行
」
。 

華
嚴
經
の
淨
行
品
は
當
願
衆
生
當
願
衆
生
と
願
を
と
く 

一
品 

な
り
。
そ
れ
を
淨
行
品
と
名
く
。
今
も
そ
の
如
く
出
家
を
と 

げ
た
い
と
云
ふ
志
願
を
。

こ
こ
に
行
と
云
ふ
な
り
。

(

香

月

院
深

励

『浄
土
三
部
経
講
義1
 

無
量
寿
経
講
義
』
二
五 

ハ
頁)

享
和
二
年
壬
戌(

1
8
0
2
)

 

等
々
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
古

来

『大
無
量
寿
経
』

に
説
か 

れ
る
法
蔵
菩
薩
の
出
家
発
心
は
、
清
浄
な
る
仏
道
に
於
け
る
志
願 

の
尊
貴
な
る
面
に
お
い
て
の
み
説
明
さ
れ
て
き
た
。
そ
も
そ
も
仏 

教
に
於
て
出
家
そ
の
も
の
の
精
神
は
大
切
な
綱
目
で
あ
ろ
う
。
出 

家
と
い
う
も
菩
提
心
と
い
う
も
、
真
を
求
め
仏
に
成
ら
ん
と
す
る 

と
こ
ろ
に
仏
道
の
精
神
は
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
了
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解
は
伝
統
的
な
解
釈
で
あ
り
、
尊
重
す
べ
き
理
解
で
あ
る
が
、
し 

か
し
こ
の
こ
と
を
以
て
法
蔵
菩
薩
の
出
家
発
心
の
意
味
が
尽
く
さ 

れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
説
話
中
の
語
句
解
釈
、
出
家
の
精
神 

の
高
潔
さ
を
表
す
と
考
え
る
だ
け
な
ら
ば
、
物
語
と
し
て
の
側
面 

や
、
法
蔵
菩
薩
の
超
衆
生
性
の
み
が
強
調
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は 

な
い
か
。
こ
の
こ
と
が
末
世
の
凡
夫
と
関
わ
り
の
な
い
こ
と
で
あ 

っ
て
は
な
ら
な
い
。

た
し
か
に
、

『大
無
量
寿
経
』

の
上
に
お
い
て
は
、
釈
尊
の
言 

説
の
中
で
表
現
さ
れ
て
い
る
阿
弥
陀
仏
の
因
位
た
る
法
蔵
菩
薩
は
、
 

世
自
在
王
仏
の
説
法
を
聞
き
て
無
上
正
真
道
の
意
を
発
し
、
そ
れ 

に
よ
っ
て
出
家
さ
れ
る
と
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
も
ろ
も 

ろ
の
生
死
勤
苦
の
本
を
抜
か
し
め
ん
と
す
る
、
救
済
す
べ
き
衆
生 

と
の
関
係
を
断
絶
し
て
は
あ
り
え
な
い
。
法
蔵
菩
薩
の
棄
国
捐
王 

の
精
神
と
は
国
や
王
と
い
う
世
俗
の
価
値
観
を
捨
て
た
高
潔
さ
の 

み
を
現
す
の
で
は
な
く
、
衆
生
の
国
王
意
識
で
あ
る
我
執
と
明
確 

に
分
限
を
異
に
す
る
こ
と
を
語
る
教
説
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
を 

は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
、

い
く
ら
本
願
の
成
就
を
語
ろ 

う
と
も
衆
生
の
現
実
を
無
視
し
た
本
願
の
知
的
解
釈
に
終
わ
る
こ

⑮

と
に
な
る
。

仏
教
に
お
け
る
直
ハ
如
と
は
、
病
め
る
衆
生
の
現
実
が
あ
っ
て
も 

な
く
て
も
、
真
如
そ
の
も
の
は
厳
然
と
し
て
在
し
、
た
と
え
そ
れ

が
衆
生
に
伝
わ
ら
な
く
て
も
、
常
住
不
変
た
る
事
実
で
あ
る
が
、
 

そ
の
こ
と
を
狭
義
的
、
固
定
的
に
考
え
る
だ
け
で
は
問
題
も
出
て 

く
る
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
本
願
の
真
は
衆 

生
に
関
わ
り
を
持
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
機
法
一
体
の
道
理
と
い
う
。 

仏
道
に
於
け
る
真
如
は
本
願
に
お
い
て
意
味
を
全
う
す
る
。
そ
れ 

は
、
単
な
る
真
理
、
絶
対
、
根
源
と
い
う
言
語
の
み
で
言
い
表
せ 

る
名
詞
で
は
な
い
。
生
死
勤
苦
に
呻
吟
す
る
衆
生
と
根
源
を
明
確 

に
分
か
っ
て
、
し
か
も
縁
じ
て
く
る
。
だ
か
ら
こ
そ
本
願
を
増
上 

縁
と
名
づ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
本
願
を
衆
生
と
断
絶
し
て
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
経 

典
に
お
け
る
本
願
と
い
う
語
の
説
明
を
す
る
こ
と
に
は
な
っ
て
も 

仏
説
を
領
受
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
願 

成
就
の
本
義
は
煩
悩
成
就
の
自
覚
に
お
い
て
こ
そ
徹
底
さ
れ
ね
ば 

な
ら
な
い
。
国
を
棄
て
王
を
捐
て
法
蔵
比
丘
と
な
っ
た
と
い
う
経 

説
は
、
本
願
の
根
源
的
大
悲
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ 

の
法
蔵
菩
薩
の
、
国
王
意
識
た
る
我
執
を
棄
捐
せ
ん
と
す
る
一
点 

に
こ
そ
、
大
悲
の
本
領
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

衆
生
と
超
異
し
、
分
限
を
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
、
そ
れ
を
仏 

と
い
う
。
し
か
し
何
を
も
っ
て
本
願
を
建
立
さ
れ
た
の
か
。

こ
の 

こ
と
を
先
ず
始
め
に
見
な
け
れ
ば
、
親

鸞

の

『教
行
信
証
』
撰
述 

の
意
図
は
ぼ
や
け
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
私

は

「
信
巻
」

の
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始
め
に
序
前
の
文
を
置
き
本
願
に
よ
っ
て
悲
視
さ
れ
る
人
間
そ
の 

も
の
へ
の
徹
底
と
い
う
親
鸞
の
視
点
を
通
し
て
こ
そ
、
次
い
で
始 

ま
る
、

レ
オ
モ
ン
ミ
レ
ハ 

ス
ル
コ
ト
ハ 

ヲ 

ス 

ノ 

夫
以 

獲
二
得 

信
樂
一
發
三
起
自
二
如
來
選
擇
願
心
一 

開
二
闡 

眞

心-

顯
二
彰 

從
一
大
聖
矜
哀
善
巧
」

(

『教
行
信
証
』
「信
巻
」
序
・
定
本
一
・
九
五
頁) 

と

い

う

「
信
巻
」
序
の
始
ま
り
の
意
味
も
頷
け
る
の
で
は
な
い
か 

と
考
、え
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に 

本
願
成
就
の
本
義
は
煩
悩
成
就
の
自
覚
に
お
い
て
こ
そ
徹
底
さ 

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「信
巻
」

に
序
前
の
文
が
置
か
れ
て
は
じ
ま 

る
の
も
こ
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
序
前
の 

文

は

、

そ

の

こ

と

に

如

何

な

る

意

味

が

あ

る

の

か

、

『教
行
信 

証
』

の
中
で
そ
の
解
説
、
説
明
が
な
さ
れ
る
箇
所
は
な
い
。
し
か 

し
そ
こ
に
は
、
仏
の
存
在
が
な
け
れ
ば
、
如
何
な
る
こ
と
も
我
が 

こ
と
と
し
、
利
用
し
、
取
り
込
ん
で
い
く
人
間
の
我
の
構
造
、
国 

王
意
識
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
仏
説
を
待 

っ
こ
と
な
く
し
て
は
、
け
っ
し
て
明
瞭
に
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
。 

本
願
の
成
就
を
も
っ
て
我
が
救
済
の
成
就
と
輒
く
見
る
こ
と
は
、
 

『教
行
信
証
』
開
顕
の
意
義
を
顚
倒
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
仏
の
境
界
を
知
識
的
に
解
釈
し
よ
う
と 

す
る
問
題
で
あ
る
。
国
王
意
識
は
、
衆
生
の
主
質
た
る
我
執
の
象 

徴
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
正
当
化
し
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な 

い
、
そ
こ
に
こ
そ
仏
言
に
よ
っ
て
難
治
の
機
と
見
定
め
ら
れ
た
衆 

生
の
本
領
が
あ
る
。
こ

の

頷
き

な

く

し
て

親

鸞
は

「
信
巻
」
を
開 

顕
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。

本
願
の
大
地
は
法
蔵
菩
薩
の
棄
国
捐
王
の
精
神
に
お
い
て
明
瞭 

に
な
る
。
し
か
し
そ
の
本
願
は
誰
の
た
め
に
発
さ
れ
た
の
か
。

こ 

の
問
い
は
人
間
そ
れ
自
体
を
問
う
方
向
へ
と
転
じ
ら
れ
て
く
る
だ 

ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
方
向
性
に
お
い
て
こ
そ
親
鸞
の
本
願
へ
の
着 

目
が
明
ら
か
に
な
る
。
本

願

と

そ

の

成

就

の

文

は

『教
行
信
証
』 

の
表
面
に
現
れ
る
と
こ
ろ
の
骨
格
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
正
機
は 

煩

悩

成

就

の

衆

生

で

あ

る

。

そ

の

こ

と

を

も

っ

て

「
信
巻
」

は 

「
復
有
一
臣
」

の
語
よ
り
始
ま
る
の
で
あ
る
。

註
①
 

『歎
異
抄
』
第
一
条
・
『定
親
全
』
四

・
四
頁

② 

坂
東
本
の
形
態
は
、

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
序 

1
冊
目 

顕
浄
土
真
実
教
文
類
一 

1
冊
目 

顕
浄
土
真
実
行
文
類
一
ー 

1
冊
目 

顕
浄
土
真
実
信
文
類
序 

2
冊
目
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顕
浄
土
真
実
信
文
類
三 

2
冊
目 

顕
浄
土
真
実
證
文
類
四 

3
冊
目 

顕
浄
土
真
仏
土
文
類
五 

4
冊
目 

顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
六(

本) 

5
冊
目 

顕
浄
土
方
便
化
身
土
文
類
六(

末) 

6
冊
目

と
な
っ
て
お
り
、
巻
数
と
冊
数
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

③
 

こ
の
よ
う
な
制
約
と
状
況
の
中
で
は
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
「坂
東 

本
」

へ
の
関
心
が
高
ま
ら
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。
近
代
に
入 

っ
て
も
、
大
正
七
年
に
は
、
江
戸
期
の
代
表
的
講
録
を
会
合
収
採
し 

た
仏
教
大
系
『教
行
信
証
』
の
部
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中 

で

は

「坂
東
本
」
と
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

こ
の
序
前
の
文
に
は
触
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
は
、
見
聞
し 

て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
注
記
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「坂 

東
本
」

へ
の
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
具 

体
的
な
事
柄
で
あ
ろ
う
。

④
 

大
正
十
二
年(

1
9
2
3
)

に
発
行
さ
れ
た
、
日
下
無
倫
氏
の
『阪 

東
真
本
敎
行
信
證
』
は
、
「坂
東
本
」
を
底
本
に
し
て
一
字
一
格
を 

も
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
よ
う
に
と
の
精
神
か
ら
忠
実
に
原
本
よ
り
延 

書
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
諸
本
と
の
対
校
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し

「信
巻
」
外
題
横
に
は
括
弧
付
け
で
、
「別
筆
」
と
の
註
が
入
っ
て 

い
る
。
こ
れ
が
何
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
 

ま
た
、
大
正
十
五
年(

一
9
26

)

発

行

の

『眞
實
敎
行
證
文
類
』
 

は
、
「現
存
せ
る
唯
一
の
宗
祖
聖
人
御
眞
筆
本
な
る
阪
東
本
を
現
代 

の
活
字
版
を
以
て
出
來
得
る
限
り
其
の
原
形
を
髡
髯
た
ら
し
む
る
や 

う
努
め
た
る
も
の
」
と
し
て
、
対
校
本
に
本
派
本
願
寺
蔵
本
、
高
田 

専
修
寺
蔵
版
本
を
用
い
校
異
を
頭
注
に
付
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

「信
巻
」
の
外
題
に
は
註
が
付
い
て
い
る
。

【
阪
】
顯
等
九
字
筆
勢
異(

『眞
實
敎
行
證
文
類
』

一
四
九
頁) 

こ
れ
は
坂
東
本
『教
行
信
証
』
「信
巻
」
の

外
題
「顯
淨
土
眞
實 

信
文
類
三
」
の
九
文
字
が
親
鸞
そ
の
人
の
筆
勢
と
は
異
な
る
、
と
い 

う
註
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
体
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
 

ま
た
誰
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
前
述
の
日 

下
無
倫
氏
の
考
え
方
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も 

こ

の

『眞
實
敎
行
證
文
類
』
が
大
谷
派
侍
董
寮
の
編
纂(

代
表
者
齋 

藤
唯
信)

に
な
り
、
発
行
人
も
大
谷
派
本
願
寺(

代
表
者
稲
葉
昌 

丸)

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
に
与
え
た
影
響
力
は
大
で
あ
っ 

た
と
思
わ
れ
る
。

次
い
で
、
昭
和
二
十
九
年(

一
9
54

)

出

版

の

『教
行
信
證
撰
述 

の
研
究
』
の
中
で
小
川
貫
弍
氏
は
、

信
巻
も
亦
、
行
巻
に
お
と
ら
ず
數
種
の
筆
蹟
群
が
斷
層
と
累
層 

を
な
し
て
一
巻
を
構
成
し
て
ゐ
る
。
こ
の
表
紙
の
外
題
は
後
人 

の
別
筆
で
あ
る
が
、
そ
の
裏
の
涅
槃
經
文
の
抜
萃
は
著
者
親
鸞 

の
自
筆
で
あ
る
。
そ
の
字
畫
と
運
筆
法
か
ら
み
て
完
成
に
近
い 

後
時
の
筆
蹟
で
あ
る
が
、
恐
く
は
、
そ
の
頃
執
筆
の
反
故
を
信 

巻
の
表
紙
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
、つ
。

(

『教
行
信
證
撰
述
の
研
究
』
「阪

東

本

『敎
行
信
證
』
の
成
立 

過
程
」
ニ
ニ
三
頁)

と
し
て
反
故
紙
利
用
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
 

さ
ら
に
昭
和
三
十
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
宗
祖
聖
人
七
百
回
御
遠 

忌
記
念
出
版
の
『顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』
影
印
本
の
解
説
に
お 

い
て
、
赤
松
俊
秀
氏
は
、
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「信
」
巻
に
つ
い
て
、
最
初
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ 

と
は
、
表
紙1

の

「顕
浄
土
真
実
信
文
類
三
」
の
外
題
は
、
聖 

人
真
蹟
に
相
違
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
大
正
十
五
年
に
大 

谷
派
本
願
寺
侍
董
寮
が
編
纂
し
た
「真
実
教
行
證
文
類
」
で
は
、
 

こ
の
外
題
に
註
し
て
、
「顕
等
九
字
筆
勢
異
」
と
あ
り
、
暗
に 

真
蹟
で
な
い
と
し
て
い
る
。
い
ま
ま
で
「真
蹟
本
」
に
つ
い
て 

述
べ
た
学
者
の
多
く
は
、
こ
の
非
真
蹟
説
を
支
持
し
て
い
る
が
、
 

そ
れ
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
外
題
は
疑
い
の
な
い
真
蹟
で
あ 

る
。
そ
れ
を
証
す
る
も
の
は
、
「真
蹟
本
」
や
そ
の
他
の
聖
人 

真
蹟
の
う
ち
に
同
一
の
筆
致
が
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に 

そ
れ
を
詳
細
に
延
べ
る
こ
と
は
煩
わ
し
い
か
ら
避
け
る
が
、2
 

に

「後
有
一
臣
義
」
云
々
と
書
か
れ
て
い
る
の
が
、
聖
人
真
蹟 

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。

(

宗
祖
聖
人
七
百
回
御
遠
忌
記
念
出
版
・
最
鸞
聖
祇
國
寶
顯 

淨
土
眞
實
敎
行
證
文
類
影
印
本
解
説
』
九
頁) 

と
述
べ
る
。
ま
た
重
見
一
行
氏
は
涅
槃
経
の
文
に
対
し
て
言
及
し
、
 

(

昭
和
五
十
六
年1

9
8
1
)

筆
者
も
、
こ
こ
に
こ
の
文
を
記
入
し
た
意
図
は
判
然
と
は
言
え 

ぬ
が
、
親
鸞
の
意
図
的
記
入
な
る
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
あ
る 

ま
い
と
思
う
の
で
あ
る
。(

『教
行
信
證
の
研
究
』
三
〇
ハ
頁) 

と
す
る
。
さ
ら
に
近
年
の
研
究
で
、
鳥
越
正
道
氏
は
、
『最
終
稿
本 

教
行
信
証
の
復
元
研
究
』(

平
成
九
年1

9
9
7
)

に
お
い
て
、
 

外

題

の

「顯
浄
土
眞
實
信
文
類
三
」
は
自
筆
に
し
ろ
別
筆
に
し 

ろ
、
最
終
稿
本
に
記
述
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
 

次
の
信
序
前
涅
槃
経
文
と
一
紙
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
丁
の
右
面
に
外
題
、
左
面
に
親
鸞
自
筆
の
信
序
前
涅
槃
経
文 

が
記
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(

『最
終
稿
本
教
行
信
証
の
復
元
研
究
』

一
三
一
頁) 

と
し
て
い
る
。

⑤
 

古
田
武
彦
『親
鸞
思
想
—
そ
の
史
料
批
判
—
』
五
八
〇
〜
五
九
一 

頁

富

山

房

⑥
 

印
度
學
佛
敎
學
研
究 

第
三
十
二
巻
第
二
號(

通
巻
第
六
四
號) 

昭
和
五
九
年
三
月

⑦ 

し
か
し
て
阿
闍
世
は
六
師
を
そ
れ
ぞ
れ
訪
ね
、

如
下
人
乘
二
象
馬
車
一
習
ニ
於
兵
法7

乃
至
種
種
營
生
皆
現
有
中
果 

報
今
者
此
衆
現
在
修
道
。
現
得
二
果
報
一
不
。

(

『沙
門
果
経
』
『大
正
蔵
』

一
・
一
〇
ハ
上) 

と
害
父
の
事
実
を
述
べ
ず
に
果
報
に
つ
い
て
問
う
の
で
あ
る
。
六
師 

の
答
え
方
は
、
阿
闍
世
日
く
「瓜
を
問
う
に
、
李
と
報
え
、
李
を
問 

う
に
、
瓜
と
報
え
る
が
如
し
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
問 

題
に
正
し
く
答
え
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
六
師
に
対
す
る
問 

い
方
と
は
趣
を
事
に
し
て
、
耆

舊
(

耆
婆)

に
率
い
ら
れ
て
往
詣
す 

る
仏
陀
に
対
し
て
は
、
始
め
て
害
父
の
事
を
吐
露
す
る
の
で
あ
る
。

⑧ 

北
伝
の
阿
含
経
典
に
も
、

佛
言
。
白
衣
。
爾
時
田
主
。
衆
許
立
故
。
由
是
名
為
衆
許
田
主
。
 

此
田
主
名
。
最
初
墮
於
文
字
數
中
。
又
於
地
界
。
善
作
守
護
。
 

為
主
宰
故
。
名
刹
帝
利
。
此
刹
帝
利
名
。
第
二
墮
於
文
字
數
中
。
 

又
能
於
衆
善
出
和
合
慰
安
語
故
。
名
慰
安
者
。
此
慰
安
者
即
名 

為
王
。
此
王
之
名
。
第
三
墮
於
文
字
數
中
。
此
時
世
間
。
初
始 

建
立
。
刹
帝
利
境
界
。

(

『白
衣
金
幢
二
婆
羅
門
縁
起
経
』

『大
正
蔵
』

一
・
一 

ー
ニ
〇
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下) 

と
あ
り
、
前

述

の

『起
世
因
縁
経
』
と
ほ
ぼ
ー
致
す
る
王
の
定
義
が 

あ
る
。
そ
の
他
に
も
、

時
彼
一
人
復
以
ニ
善
言
一
慰
二
勞
衆
人7

衆
人
聞
已
皆
大
歡
喜
。
 

皆
共
稱
言
。
善
哉
大
王
。
善
哉
大
王
。
於
レ
是
世
間
便
有
二
王 

名7
以
二
正
法
一
治
レ
民
故
名
二
刹
利7

於
レ
是
世
間
始
有
二
刹
利
名 

生7  

(

『小
縁
経
』
『大
正
蔵
』

一
ニ
ニ
ハ
頁
中) 

若
可
レ
訶
者
彼
便
訶
嘖
。
若
可
レ
攬
者
彼
便
攢
棄
。
若
有
レ
稻
者 

便
以
二
如
法
一
輸
送
與
レ
彼
是
田
主
。
是
田
主
謂
二
之
刹
利
一
也
。
 

令
三
如
法
樂
二
衆
生7
守
護
行
戒
是
王
。
是
王
謂
二
之
王
一
也
。

(

『大
正
蔵
』

一;

ハ
七
六
頁
下) 

等
と
あ
っ
て
、
民
を
喜
ば
せ
、
規
則
に
よ
っ
て
民
を
治
め
る
も
の
が 

王
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

善

導

の

『観
経
疏
』
に
お
け
る
「序
分
」
の
区
切
り
方
に
よ
る
。
 

『真
聖
全
』

一
・
四
六
九
〜
四
七
三
頁

『観
経
疏
』
「序
分
義
」.

『真
聖
全
』

一
・
四
七
三
頁 

曽
我
量
深
の
指
摘
に
よ
る
。
「行
信
の
道
」
『曽
我
量
深
選
集
』
第 

七

巻

・
九
四
頁

阿
弥
陀
仏
の
本
生
説
話
は
、
法
蔵
説
話
以
外
に
も
多
く
あ
る
。
詳 

し
く
は
、
矢
吹
慶
輝
『阿
彌
陀
佛
の
研
究
』
ハ
一
〜
ー
ー
九
頁
、
加 

藤

智

學

『阿
彌
陀
佛
の
研
究
』
二
四
〜
ハ
ハ
頁
参
照
。

三
明
智
彰
「仏
種
管
見
」
『親
鸞
教
学
』
第
五
三
号
・
一
五
〜
ー 

七
頁
に
示
唆
を
受
け
た
。
論
文
の
文
脈
は
『大
無
量
寿
経
』
序
分
に 

説
示
さ
れ
る
、
会
座
に
来
集
す
る
菩
薩
の
徳
を
説
明
す
る
時
に
、
衆 

生
と
は
別
の
上
地
の
存
在
で
あ
る
こ
と
の
み
を
見
て
い
く
解
釈
へ
の 

指
摘
で
あ
り
、
法
蔵
菩
薩
そ
の
も
の
に
関
す
る
言
及
で
は
な
い
。
し

か
し
こ
の
指
摘
は
そ
の
ま
ま
法
蔵
菩
薩
が
如
何
な
る
菩
薩
で
あ
る
か 

を
考
、え
る
指
針
と
な
る
と
思
う
。

⑮
 

仏
説
と
し
て
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
様
々
な
説
話
が
あ
る
が
、
そ 

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
近
代
以
降
特
に 

顕
在
化
し
た
事
柄
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
人
物
に
曽
我
量
深
が
い 

る
。
解
釈
の
主
体
性
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
信
仰
と
理
解
の
循
環 

が
象
徴
す
る
と
こ
ろ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
曽
我
量 

深
の
様
々
な
言
語
に
関
す
る
再
解
釈
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て 

理
解
さ
れ
う
る
し
、
主
体
の
問
題
と
し
て
再
認
識
さ
れ
て
行
か
な
け 

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
信
仰
の
な
い
理
解
は
解
説
で
あ
る
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。
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