
唯

除

の

問

題
経 

隆 

優

一

親®

が

「
真
実
の
教
」
と
し
た
『
大
経
』
に
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は 

四
十
ハ
願
と
し
て
説
示
さ
れ
て
い
る
。
然
る
に
、
既
に
法
然
は
第
十
八
念 

仏
往
生
の
願
を
「
本
願
の
中
の
王
」
(

『
選
択
集
』

特
留
章)

と
し
た
の 

で
あ
る
。
親
爲
も
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
、
た
だ
第
十
八
願
、
及
び
そ 

の
成
就
文
を
引
用
す
る
場
合
に
の
み
「
至
心
信
楽
本
願
の
文
」
、
或
は
「
本 

願
成
就
の
文
」
、
「
本
願
の
欲
生
心
成
就
の
文
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に 

「
本
願
」
と
い
う
語
を
付
記
し
、
他
の
願
を
引
用
す
る
場
合
の
願
名
に
は 

「
本
願
」
の
語
が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
お
い 

て
、

「
大
無
量
寿
経
言
と
い
ふ
は
四
十
ハ
願
を
と
き
た
ま
へ
る
経
な
り
」 

と
い
い
、
直
ち
に
第
十
八
願
を
釈
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
鸞
も
第 

十
八
願
を
如
来
の
根
本
の
本
願
と
お
さ
え
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

然
る
に
、
こ
の
よ
う
な
法
然
、
親
鸞
に
よ
っ
て
根
本
の
本
願
と
さ
れ
て 

い
る
第
十
八
願
に
は
、

「
設
ひ
我
れ
仏
を
得
ん
に
、
十
方
の
衆
生
、
心
を
至
し
信
楽
し
て
我
が 

国
に
生
れ
ん
と
欲
ひ
て
乃
至
十
念
せ
ん
、
若
し
生
れ
ず
ば
、
正
覚
を
取 

ら
じ
と
。
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
を
除
く
と
」

と
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
十
方
の
衆
生
」
と
呼
び
「
若
し
生
れ
ず
ば
正
覚
を 

取
ら
じ
」
と
、
十
方
一
切
の
衆
生
の
救
済
が
誓
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
そ
こ
に
は
「
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
を
除
く
」
と 

い
う
但
書
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
唯
除
」
と
は
、 

「
唯
除
は
た
ヾ
の
ぞ
く
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
」 

と

『
尊
号
真
像
銘
文
』
に
釈
さ
れ
て
あ
る
如
く
、
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
 

一
切
の
衆
生
を
救
済
せ
ん
と
す
る
如
来
の
誓
願
に
お
け
る
一
種
の
制
約
で 

あ
り
、
条
件
で
あ
る
。
そ
れ
は
如
来
の
誓
願
の
救
済
か
ら
の
除
外
を
意
味 

す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
五
逆
誹
謗
正
法
と
は
、
本
来
、
如
来
の
誓 

願
よ
り
漏
れ
る
べ
く
除
外
者
を
示
せ
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
何

故

に

「
十
方
の
衆
生
」
と
呼
び
「
若
し
生
れ
ず
ば
正
覚
を
取 

ら
じ
」
と
誓
う
本
願
が
「
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
を
除
く
」
と
但
書
を
付
け 

加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、

「
我
が
国
に
生
れ
ん
と 

欲
」

へ
と
の
如
来
の
願
に
お
い
て
は
「
十
方
の
衆
生
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
 

「
若
し
生
れ
ず
ば
正
覚
を
取
ら
じ
」
と
誓
う
と
き
、
始
め
て
そ
こ
に
「
唯 

除
」
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と
し
て
発
見
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
す 

な
わ
ち
、
如
来
の
誓
願
が
真
実
な
ら
ん
と
す
る
、
そ
の
真
実
性
そ
の
も
の 

よ
り
自
然
的
、
且
つ
必
然
的
に
「
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
を
除
く
」
と

「
唯 

除
」
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
如
来
の
本
願
そ
れ
自
体
に
お 

け
る
自
己
矛
盾
を
思
う
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
な
ぜ
五
逆
と
誹
謗
正
法
が
如
来
の
本
願
に
お
い
て
「
唯
除
」 

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
内
面
的
意
義
と
、
そ
の
深
意 

が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

思
う
に
、
そ
の
如
来
の
本
願
の
真
意
を
自
身
の
存
在
を
通
し
て
、
自
身
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の
上
に
頷
い
た
の
が
親
鸞
で
あ
り
、
そ
の
頷
き
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る 

の
が
『
教
行
信
証
』
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
親
鸞
が
第
十
八 

願
、
及
び
そ
の
成
就
文
を
引
用
す
る
場
合
、
殆
ん
ど
に
お
い
て
「
唯
五
逆 

と
誹
謗
正
法
を
除
く
」
と
い
う
「
唯
除
」
の
文
ま
で
を
切
り
離
さ
ず
に
引 

用
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
 

こ
こ
に
お
い
て
、

「
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
を
除
く
」
と
い
う
こ
と
が
、
 

如
来
の
本
願
に
お
い
て
如
何
な
る
意
義
を
有
し
、
そ
れ
が
衆
生
に
と
っ
て 

如
何
な
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
親
鸞
は
ど
の
よ
う
に
頷
い
た
の
か
。
 

そ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
い
。

二

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
が
、
こ
の
よ
う
に
第
十
八
願
の
上
に
説
か
れ 

て
い
る
こ
と
で
あ
る
故
に
、
そ
の
意
味
は
、
当

然

『
大
経
』
下
巻
の
最
初 

に
示
さ
れ
て
い
る
本
願
成
就
文
の
上
に
尋
ね
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 

そ
の
本
願
成
就
文
に
も

「
諸
有
衆
生
、
其
の
名
号
を
聞
き
て
、
信
心
歓
喜
せ
む
こ
と
乃
至
一
念 

せ
ん
、
至
心
に
廻
向
せ
し
め
た
ま
へ
り
。
彼
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ぜ
ば
、
 

即
ち
往
生
を
得
、
不
退
転
に
住
せ
ん
。
唯
五
逆
と
誹
謗
正
法
と
を
ば
除 

い
」

と
い
う
よ
う
に
、
因
願
と
全
く
同
様
な
形
で
五
逆
誹
謗
正
法
が
唯
除
さ
れ 

て
い
て
、
そ
こ
で
は
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
意
義
を
知
る
こ
と
が
で 

き
な
い
。
し
か
し
、
五
逆
誹
謗
正
法
が
本
願
成
就
と
い
う
人
間
救
済
の
事 

実
に
お
い
て
も
、
因
願
と
同
様
な
形
で
ま
た
唯
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ 

っ
て
、

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
以
上
ど
の
よ
う

に
も
解
釈
で
き
な
い
最
後
的
な
ぎ
り
ぎ
り
の
重
要
な
語
で
あ
り
、
事
柄
で 

あ
る
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
唯
除
五
逆
誹 

謗
正
法
」
と
い
う
こ
と
が
、
如
来
の
本
願
に
お
い
て
如
何
に
基
本
的
な
こ 

と
で
あ
り
、
ま
た
根
本
的
な
こ
と
で
あ
る
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
本
願
に
お
け
る
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
意 

義
が
、
そ
の
本
願
成
就
文
に
お
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、 

そ

の

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
意
味
は
『
大
経
』
の
教
説
の
何
処
に
求 

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
と
き
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
『
大
経
』
下
巻
の
、
古
来 

よ
り
悲
化
段
、
そ
し
て
智
慧
段
と
い
わ
れ
て
い
る
教
説
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

大
雑
把
な
い
い
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
、 

五
逆
の
現
実
相
を
詳
細
克
明
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
が
三
毒
・
五
悪
段 

と
も
い
わ
れ
る
悲
化
段
の
教
説
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
衆
生
の
五
逆
の
根
底 

と
も
な
る
誹
謗
正
法
の
問
題
を
説
い
て
い
る
の
が
智
慧
段
と
い
わ
れ
る
ー 

段
の
教
説
で
あ
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
悲
化
段
、
智
慧 

段
と
い
わ
れ
る
教
説
の
上
に
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
意
味
を
尋
ね
ら 

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ま
は
、
曇

鸞

『
論
註
』
に
お
い
て
、

「
汝
但
五
逆
の
罪
の
重
為
る
こ
と
を
知
り
て
、
五
逆
罪
の
正
法
な
き
従 

り
生
ず
る
こ
と
を
知
ら
ず
」

と
、
正
法
の
な
き
こ
と
よ
り
五
逆
罪
が
お
こ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特

に

『
大
経
』
智
慧
段
の
教
説
に
注
意
を
し
て
み
た

〇智
慧
段
は
、
ま
た
別
に
胎
生
化
生
の
一
段
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
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こ
に
は
、

「
若
し
衆
生
有
り
て
、
疑
惑
の
心
を
以
て
諸
の
功
徳
を
修
め
彼
の
国
に 

生
れ
ん
と
願
ぜ
ん
。
仏

智•

不
思
議
智•

不
可
称
智
・
大
乗
広
智
・
無 

等
無
倫
最
上
勝
智
を
了
せ
ず
、
此
の
諸
智
に
於
て
疑
惑
し
て
信
ぜ
ず
、
 

然
も
猶
罪
福
を
信
じ
、
善
本
を
修
習
し
て
其
の
国
に
生
れ
ん
と
願
ぜ
ん
。
 

此
の
諸
の
衆
生
彼
の
宮
殿
に
生
れ
て
寿
五
百
歳
、
常
に
仏
を
見
ず
経
法 

を
聞
か
ず
、
菩

薩•

声

聞

・
聖
衆
を
見
ず
。
是
の
故
に
彼
の
国
土
に
於 

て
之
を
胎
生
と
謂
ふ
。
若
し
衆
生
有
り
て
明
か
に
仏
智
乃
至
勝
智
を
信 

じ
、
諸
の
功
徳
を
作
し
信
心
廻
向
す
れ
ば
此
の
諸
の
衆
生
、
七
宝
華
の 

中
に
於
て
自
然
に
化
生
し
跚
趺
し
て
坐
し
、
須
臾
の
頃
に
身
相
光
明
・
 

智
慧
功
徳
、
諸
の
菩
薩
の
如
く
具
足
し
成
就
せ
ん
」 

と
説
か
れ
、
衆
生
の
浄
土
往
生
の
あ
り
方
に
胎
生
と
化
生
と
の
二
種
が
あ 

る
こ
と
を
明
し
、
そ
の
胎
生
と
化
生
と
の
二
種
に
分
か
れ
る
根
本
的
契
機 

を
仏
智
に
対
す
る
衆
生
の
信
と
疑
と
い
う
こ
と
で
お
さ
え
て
い
る
の
で
あ 

る
。
す
な
わ
ち
、
仏
智
不
思
議
を
信
ず
る
「
明
信
仏
智
」

の
真
実
信
心
の 

衆
生
は
蓮
華
化
生
し
、
「
不
了
仏
智
」
、

つ
ま
り
仏
智
を
疑
惑
し
、
し
か
も 

罪
福
を
信
じ
善
本
を
修
し
、
そ
の
功
徳
を
未
来
の
往
生
の
た
め
に
振
向
け
、
 

そ
れ
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
ん
と
願
う
如
き
衆
生
は
胎
生
と
し
か
な
ら
な
い 

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
教
説
は
、
さ
ら 

こ
、「

是
の
故
に
当
に
明
ら
か
に
諸
仏
の
無
上
の
智
慧
を
信
ず
べ
し
」 

と
い
う
よ
う
に
信
を
勧
め
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
胎
生
化
生
を 

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
主
目
的
で
は
な
く
、
胎
生
と
化
生
、
「
不
了
仏
智
」 

と

「
明
信
仏
智
」
と
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
、

「
不
了
仏
智
」
の
衆
生
を

し

て

「
明
信
仏
智
」
の
衆
生
と
な
ら
ん
こ
と
を
勧
め
て
い
る
の
で
は
な
い 

だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
衆
生
に
お
け
る
仏
智
に
対
す
る
信•

疑
の
一
点
を 

視

点

に

「
不
了
仏
智
」
を
誡
め
、

「
明
信
仏
智
」

の
真
実
信
心
の
智
慧
を 

開
顕
せ
ん
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
智
慧
段
の 

教
説
を
う
か
が
う
な
ら
ば
、
智
慧
段
も
決
し
て
「
唯
除
五
逆
正
誹
謗
法
」 

を
正
面
か
ら
解
釈
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

然
る
に
、
な
ぜ
こ
こ
で
「
明
信
仏
智
」
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
て
「
不 

了
仏
智
」
が
説
か
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
そ
の
説
相 

を
窺
う
と
、
仏
智
を
疑
惑
す
る
「
不
了
仏
智
」
を
誡
め
る
こ
と
の
方
に
よ 

り
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
如
来
の 

本

願
が

「
十
方
衆
生
」
と
一
切
衆
生
を
呼
び
「
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
と 

そ
の
救
済
を
誓
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
置
い
て 

あ
る
こ
と
と
の
対
応
を
思
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
願
に
お
け
る
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
、
と
り
わ
け
誹
謗 

正
法
の
内
面
的
意
義
が
「
不
了
仏
智
」
と
し
て
智
慧
段
に
至
っ
て
開
説
さ 

れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
罪
福
信
に
よ
る
仏
智
疑
惑
と 

い
う
こ
と
を
本
願
に
お
け
る
「
唯
除
」
の
内
面
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が 

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
智
慧
段
の
教
説
の
上
に
「
唯
除
五
逆 

誹
謗
正
法
」
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三

こ
の
よ
う
な
罪
福
信
に
よ
る
仏
智
疑
惑
が
本
願
に
お
い
て
五
逆
誹
謗
正 

法
、
特
に
誹
謗
正
法
と
い
う
形
で
唯
除
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
仏
智 

疑
惑
の
根
底
と
な
る
罪
福
信
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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思
う
に
、
罪
福
信
と
は
、
罪
の
原
因
と
し
て
の
悪
を
恐
れ
、
幸
福
の
原 

因
と
し
て
の
善
を
求
め
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
の 

因
果
の
道
理
を
信
ず
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
人
間
の
生
活 

に
お
い
て
は
絶
対
不
可
欠
な
倫
理
的
、
且
つ
道
徳
的
規
範
の
最
も
基
礎
的 

な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
人
間
は
罪
福
信
を
な
く 

し
て
は
、
そ
の
現
実
の
生
活
は
全
く
不
安
で
あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
罪
福 

信
は
決
し
て
切
り
放
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人 

間
の
そ
の
切
り
放
す
こ
と
の
で
き
な
い
罪
福
信
が
仏
智
を
疑
惑
し
、
如
来 

の
誓
願
を
疑
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
人
間
に
と
っ
て
仏
智
疑
惑
の
罪
、
 

如
来
の
本
願
を
疑
う
罪
は
人
間
で
あ
る
限
り
逃
れ
難
き
罪
と
い
わ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
『
大
経
』
智
慧
段
に
、

「
若
し
此
の
衆
生
、
其
の
本
罪
を
識
り
て
」

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

も
っ
と
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の 

「
本 

罪
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
根
源
的
に
は
罪
福
信
で
あ
り
、
仏
智
疑
惑 

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
罪
福
信
に
よ
る
仏
智
疑
惑
を
衆
生 

の

「
本
罪
」
と
し
て
お
さ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
仏
智
疑 

惑
の
罪
は
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
に
根
ざ
し
た
、
人
間
の
「
在
」
に
お
け 

る
罪
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
従
っ
て
、
そ
の
仏
智
疑
惑
の
罪
は
人
間
の
意 

識
の
領
域
で
は
、
全
く
犯
し
た
覚
え
の
な
い
罪
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
た
め 

人
間
の
自
我
的
な
意
識
で
把
握
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
罪
で
あ
る
。
こ
の 

よ
う
に
、
仏
智
疑
惑
の
罪
は
人
間
の
存
在
そ
れ
自
体
に
お
け
る
「
本
罪
」 

と
も
い
わ
れ
る
本
質
的
な
罪
で
あ
る
た
め
、
仏
智
疑
惑
の
罪
は
人
間
に
お 

い
て
不
離
の
罪
で
あ
り
、
人
間
の
力
で
は
如
何
と
も
し
が
た
い
罪
で
あ
る
。
 

こ
の
人
間
の
存
在
そ
れ
自
体
の
も
つ
罪
福
信
に
よ
る
仏
智
疑
惑
の
罪
が

本
願
に
お
い
て
唯
除
さ
れ
て
い
る
五
逆
誹
謗
正
法
の
内
容
で
あ
る
な
ら
ば
、
 

人
間
は
既
に
本
願
に
除
か
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

親
鸞
が

『
教
行
信
証
』

「
信
巻
」
に
、

「
夫
れ
仏
、
難
治
の
機
を
説
き 

て
」
と
い
っ
て
『
涅
槃
経
』
に
よ
っ
て
謗
大
乗
・
五
逆
罪
・
一
闡
提
と
い 

う
難
治
の
三
機
を
あ
げ
、
そ
し
て
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
阿
闍
世 

の
物
語
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
阿
闍
世
と
い
う
一
人
の
人
間
の
上
に 

五
逆
誹
謗
正
法
の
罪
相
を
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
五
逆
誹
謗
正
法 

の
罪
を
一
人
の
人
間
の
具
体
的
な
生
き
様
の
上
に
み
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
 

五
逆
誹
謗
正
法
が
人
間
の
存
在
に
お
け
る
極
め
て
普
遍
的
な
現
実
で
あ
る 

こ
と
を
顕
わ
さ
ん
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
五
逆 

誹
謗
正
法
が
、
そ
の
ま
ま
一
切
衆
生
、
人
間
が
生
き
て
い
る
そ
の
こ
と
自 

体
の
具
体
的
な
事
実
そ
の
も
の
で
あ
り
、
五
逆
誹
謗
正
法
が
人
間
の
決
し 

て
特
別
な
存
在
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
人
間
存
在
の
特
別
な
情
況
を
示
す 

も
の
で
も
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
人
間
は
そ
の
存 

在
の
構
造
の
内
に
五
逆
誹
謗
正
法
を
既
に
し
て
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
 

そ
の
こ
と
は
人
間
の
存
在
の
自
性
と
し
て
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味 

で
は
、
人
間
は
逆
謗
的
存
在
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
曇

鸞
は

『
論
註
』
に
お
い
て
「
何
等
の
相
、
是
正
法
を
誹
謗
す 

る
や
」
と
問
い
、
そ
れ
に
、

「
若
し
仏
ま
し
ま
さ
ず
仏
の
法
無
し
、
菩
薩
無
く
菩
薩
の
法
無
し
と
言 

わ
ん
。
是
の
如
き
等
の
見
、
若
は
心
に
自
ら
解
し
、
若
は
他
に
従
っ
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
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
法
を
否
定
す
る
「
見
」
を
誹 

謗
正
法
の
罪
と
お
さ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
「
見
」
が
自
己
に
対
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す
る
一
種
の
固
執
、
そ
こ
を
場
と
し
て
し
か
成
立
し
な
い
こ
と
を
思
う
と
、
 

そ
れ
は
邪
見
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
誹
謗
正
法
を
人 

間
の
存
在
そ
の
も
の
に
属
す
る
邪
見
と
す
る
曇
鸞
の
釈
も
、

こ

の

『
大 

経
』
智
慧
段
の
教
説
に
依
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

然
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
人
間
の
、
自
己
の
存
在
そ
れ
自
体
に
あ
る
罪
福
信
、 

或
は
我
執
に
よ
っ
て
仏
智
を
疑
惑
し
、
如
来
の
本
願
を
疑
う
存
在
の
事
実 

は

「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
乃
至
十
念
若
不
生
者
不
取
正
覚
唯
除
五
逆
誹
謗 

正
法
」
と
い
う
如
来
の
誓
願
、
本
願
の
道
理
と
全
く
相
反
し
て
い
る
と
い
わ 

ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
存
在
の
事
実
が
如
来
の
人
間
救
済
の
道
理
と
本 

質
的
に
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
し
か
も
人
間
救
済
の
事
実 

を
語
る
本
願
成
就
文
に
お
い
て
も
、
そ
の
五
逆
誹
謗
正
法
が
唯
除
さ
れ
て 

い
る
こ
と
を
思
う
と
、
業
縁
の
存
在
を
生
き
る
人
間
に
と
っ
て
救
済
さ
れ 

る
べ
き
道
は
全
く
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
善
導
が
機
の
深
信
で
語 

っ
て
い
る
よ
う
に
、
全
く
人
間
は
無
有
出
離
之
縁
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

従
っ
て
、
人
間
存
在
を
生
き
る
事
実
に
お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
悲
し
く
痛
し 

い
深
刻
な
事
実
、
そ
し
て
ま
た
重
大
な
問
題
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

こ
の
よ
う
に
、
罪
福
信
に
よ
る
仏
智
疑
惑
の
衆
生
は
永
遠
に
救
済
さ
れ 

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
不
了
仏
智
の
衆
生
は
絶
対
に
明
信
仏
智
の
真
実
信 

心
を
獲
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
に
と
っ
て
、
そ
の
罪 

福
信
を
超
越
す
る
こ
と
は
全
く
絶
望
的
な
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
こ
に
、

『
観
経
』
下
下
品
の
「
五
逆
十
悪
、
具
諸
不
善
」
の
者
も
、
 

臨
終
に
際
し
善
知
識
に
遇
い
十
念
の
念
仏
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
を

得
る
と
い
う
経
説
と
の
矛
盾
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
問
題
は
、
曇
鸞
、
善
導
に
よ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
会
通
さ
れ
て
い
る 

の
で
あ
る
。
曇

鸞
は

『
論
註
』
に
お
い
て
、

『
大
経
』
は
五
逆
と
誹
謗
正 

法
の
二
種
の
重
罪
を
具
す
る
故
に
「
不
得
往
生
」
で
あ
り
、

『
観
経
』
は 

五
逆
罪
の
み
で
あ
っ
て
、
誹
謗
正
法
の
罪
が
な
い
故
に
「
得
往
生
」
で
あ 

る
と
し
、
誹
謗
正
法
を
あ
く
ま
で
も
「
必
不
得
往
生
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、

『
論
註
』
下
巻
の
口
業
功
徳
釈
に
至
っ
て
、

「
阿
弥
陀
如
来
の 

至
徳
の
名
号
、
説
法
の
音
声
を
聞
か
ば
、
上
の
如
き
の
種
種
の
口
業
繫
縛 

皆
解
脱
を
得
て
、
如
来
の
家
に
入
り
て
畢
竟
じ
て
平
等
の
口
業
を
得
」
と 

あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
誹
謗
正
法
の
者
も
そ
の
罪
の
自
覚
に
よ
る 

廻
心
に
よ
つ
て
救
済
の
道
が
開
ら
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と 

い
え
よ
う
。

ま
た
、
善

導

『
散
善
義
』
に
お
い
て
は
、

『
大
経
』
は
五
逆
と
謗
法
の 

極
重
の
ニ
罪
を
造
る
こ
と
を
恐
れ
て
方
便
し
て
「
不
得
往
生
」
と
い
う
の 

で
あ
っ
て
、
決
し
て
摂
取
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ま

た

『
観
経
』 

は
五
逆
は
已
に
作
ら
れ
た
罪
で
あ
る
た
め
往
生
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
謗 

法
を
起
し
て
も
摂
取
す
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
『
法 

事
讃
』
に

は

「
謗
法
關
提
廻
心
皆
往
」
と
、
五
逆
誹
謗
正
法
の
者
の
救
済 

の
道
へ
の
契
機
と
し
て
逆
謗
の
心
を
ひ
る
が
え
す
廻
心
と
い
う
こ
と
を
示 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
曇
鸞
、
善
導
と
も
に
、
五
逆
誹
謗
正
法
の
者
に
お
い
て 

は
、
そ
の
心
を
ひ
る
が
え
す
廻
心
を
契
機
と
し
て
救
済
の
道
が
開
ら
か
れ 

て
く
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 

い
ま
『
大
経
』
智
慧
段
を
窺
う
と
、
そ
こ
に
は
さ
ら
に
、
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「
若
し
此
の
衆
生
、
其
の
本
罪
を
識
り
て
、
深
く
自
ら
悔
責
し
て
、
彼 

の
処
を
離
れ
ん
こ
と
を
求
め
ん
、
即
ち
意
の
如
く
無
量
寿
仏
の
所
に
往 

詣
し
、
恭
敬
し
供
養
す
る
こ
と
を
得
」 

と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
教
説
に
よ
る
な
ら
ば
、
不
了
仏
智
の 

衆
生
が
真
実
信
心
を
獲
る
こ
と
も
全
く
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
く
、

「
其 

の
本
罪
を
識
り
て
、
深
く
自
ら
悔
責
し
て
、
彼
の
処
を
離
れ
ん
こ
と
を
求 

め
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
信
仏
智
の
衆
生
と
な
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
 

す
な
わ
ち
、
不
了
仏
智
の
衆
生
も
、
自
身
の
存
在
が
仏
智
疑
惑
の
存
在
で 

あ
る
こ
と
を
識
る
ヽ
つ
ま
り
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
へ
の
道
が
開 

ら
か
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
衆
生
は
如
何
に
し
て
自
身
の
存
在 

が
仏
智B

惑
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

何
に
よ
っ
て
、
そ
の
衆
生
の
「
本
罪
」
が
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

こ
こ
に
、
『
大
経
』
が
説
示
す
る
阿
弥
陀
仏
の
四
十
八
願
の
中
で
、
「
十 

方
衆
生
」
と
呼
び
か
け
た
願
が
、
た
だ
第
十
八
願
だ
け
で
な
く
第
十
九
、
 

二
十
の
二
願
に
お
い
て
も
十
八
願
と
同
様
な
形
で
「
十
方
衆
生
」
と
呼
ん 

で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
十
九
、
二
十
の
二
願
は
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
「
方
便
化
身 

土
巻
」
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
そ
こ
に
お
い
て
、
第 

十
九
の
願
意
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
て
『
大
経
』
智
慧
段
の
教
説
の
大
部 

分
を
引
用
し
、
そ
し
て
ま
た
、
第
二
十
の
願
意
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
て
、 

そ
の
智
慧
段
の
教
説
の
中
、
特

に

「
此
の
諸
智
に
於
て
凝
惑
し
て
信
ぜ
ず
、
 

然
る
に
猶
罪
福
を
信
じ
て
、
善
本
を
修
習
し
て
、
其
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願 

ぜ
ん
。
此
の
諸
の
衆
生
彼
の
宮
殿
に
生
と
」
と
い
う
部
分
の
み
を
引
用
し 

て
い
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
の
こ
の
よ
う
な
、
願
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

の
智
慧
段
の
教
説
の
引
用
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
罪
福
信
に
よ
る
仏
智
疑
惑 

の
問
題
が
た
だ
十
九
願
だ
け
に
お
け
る
問
題
で
な
く
、

さ
ら
に
二
十
願 

へ
展
開
し
て
も
な
お
残
る
問
題
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ 

る
。
さ
ら
に
、
ま
た
親
鸞
は
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
に
お
い
て
、
第
二 

十
植
諸
徳
本
の
願
文
を
掲
げ
、
続

け
て

「
願
成
就
の
文
、

『
経
』
に
言
は 

く
」
と

い

っ
て

『
大
経
』

智
慧
段
の
教
説
の
殆
ん
ど
を
引
用
し
て
い
る 

の
で
あ
る
。

従
っ
て
、

こ
こ
に
親
鸞
が
こ
の
罪
福
信
に
よ
る
仏
智
疑
惑 

の
衆
生
の
救
済
の
問
題
を
二
十
願
の
上
に
お
さ
え
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な 

る
。す

な
わ
ち
、
修
諸
功
徳
の
第
十
九
願
に
お
い
て
、
定
散
自
力
の
諸
行
を 

修
め
ん
と
す
る
も
、
そ
こ
に
諸
行
に
破
れ
、
万
善
諸
行
の
少
善
を
さ
し
お 

き
、
善
本
徳
本
の
名
号
を
選
ら
び
念
仏
の
一
行
に
帰
す
る
の
で
あ
る
が
、
 

な
お
定
散
自
力
の
心
が
離
れ
ず
、
罪
福
信
は
な
お
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

「
化
身
土
巻
」
に
親
鸞
が
、

「
罪
福
を
信
ず
る
心
を
以
て
本
願
力
を
願
求
す
」

と
い
い
、
ま
た
、

「
本
願
の
嘉
号
を
以
て
己
が
善
根
と
為
る
が
故
に
信
を
生
ず
る
と
こ
能 

は
ず
、
仏
智
を
了
ら
ず
」

と
示
し
て
あ
る
如
く
、
二
十
願
の
機
は
念
仏
の
一
行
に
帰
す
る
の
で
あ
る 

が
、
な
お
罪
福
信
が
離
れ
ず
残
る
た
め
に
、
如
来
廻
向
の
大
行
で
あ
る
念 

仏
を
私
有
化
し
、
自
己
の
私
的
な
善
根
と
し
、
そ
の
功
徳
を
自
身
の
未
来 

の
往
生
の
た
め
の
徳
と
し
て
振
向
け
て
果
遂
の
誓
を
た
の
み
往
生
を
期
待 

す
る
の
で
あ
る
。
定
散
の
自
心
に
迷
い
、
仏
智
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
ず
、 

本
願
の
真
実
な
る
を
疑
い
、
無
限
な
る
仏
智
を
有
限
な
る
衆
生
の
智
で
は
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か
ら
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
に
「
専
修
に
し
て
雑
心
な
る
者
」
で
あ
り
、
 

二
十
願
不
了
仏
智
の
機
の
問
題
は
、
念
仏
の
行
に
対
す
る
信
が
不
純
粋
な 

る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

従
っ
て
、
五
逆
誹
謗
正
法
と
は
ま
た
、
念
仏
の
行
に
対
す
る
信
の
不
純 

粋
な
る
も
の
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

五

仏
法
に
遇
い
、
如
来
の
本
願
念
仏
の
教
え
に
遇
い
な
が
ら
、
し
か
し
、
 

な
お
定
散
の
自
心
に
迷
い
仏
智
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
ず
、
仏
智
を
疑
惑 

し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
衆
生
の
救
済
さ
れ
る
道
は
何
処
に
開
か
れ
て
い
る 

の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
、
親
鸞
が
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
の
中
に
お
い
て
、
 

「
は
た
し
と
げ
ず
ば
と
い
ふ
は
つ
い
に
は
た
さ
む
と
な
り
」 

と
左
訓
し
て
い
る
果
遂
の
誓
が
あ
る
。

二
十
願
に
「
不
果
遂
者
不
取
正 

覚
」
と
誓
わ
れ
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
不
了
仏
智
の
衆
生
も
真
実 

の
信
心
を
賜
わ
り
、
救
済
さ
れ
る
道
が
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
浄 

土
和
讃
』
(

大
経
意)

に
、

定
散
自
力
の
称
名
は

果
遂
の
ち
か
ひ
に
帰
し
て
こ
そ 

お
し
へ
ざ
れ
ど
も
自
然
に 

真
如
の
門
に
転
入
す
る 

と
あ
る
よ
う
に
、

罪
福
信
に
よ
る
仏
智
疑
惑
の
衆
生
、

つ
ま
り
、

定
散 

の
自
心
に
迷
ひ
自
力
の
称
名
念
仏
し
か
成
し
え
な
い
衆
生
も
、
二
十
願
の 

『
不
果
遂
者
不
取
正
覚
」
の
誓
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
如
来
の
本
願
に
お
い
て
唯
除
さ
れ
て
い
る
五
逆
誹
謗
正
法
も
二
十 

願
の
果
遂
の
誓
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ 

の
二
十
願
に
誓
わ
れ
て
い

る

「
不
果
遂
者
不
取
正
覚
」
は
第
十
八
願
に
お 

け

る

「
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
を
立
証
し
、
ま
た
そ
れ
を
成
就
す
る
も
の 

で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
十
八
願
、
と
り
わ
け
唯
除
に
対
す
る
大
悲
心
よ
り 

展
開
し
て
い
る
の
が
二
十
願
で
あ
る
。
如
来
の
大
悲
心
は
五
逆
誹
謗
正
法 

を
救
済
せ
ん
と
し
て
二
十
願
を
誓
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

故
に
、

不
了
仏
智
の
衆
生
は
、

親

鸞

が

「
化
身
土
巻
」

に
お
い
て
、
 

「
信
を
生
ず
る
こ
と
能
は
ず
、
仏
智
を
了
ら
ず
、
彼
の
因
を
建
立
せ
る
こ 

と
を
了
知
す
る
こ
と
能
は
ず
」
と
二
十
願
の
不
了
仏
智
の
機
を
あ
ら
わ
し
、
 

さ
ら
に
、

「
故
に
報
土
に
入
る
こ
と
無
き
な
り
」

と
い
い
な
が
ら
、
直
ち

に

「
是
を
以
て
」
と
前
文
を
受
け
、
そ
こ
に
い
わ 

ゆ
る
三
願
転
入
の
表
白
を
な
し
、

「
果
遂
之
誓
、
良
に
由
有
る
哉
」

と
、
仏
智
疑
惑
の
身
が
果
遂
の
誓
に
よ
っ
て
選
択
の
願
海
に
転
入
せ
る
こ 

と
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
二
十
願
果
遂
の
誓
の
あ
る
こ
と
に
無
限
な
る 

如
来
の
大
悲
心
を
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 

罪
福
信
に
よ
る
仏
智
疑
惑
の
衆
生
は
、
こ
の
よ
う
な
、

「
十
方
衆
生
」 

と
呼
び

「
若
不
生
者
不
取
正
覚
」
と
、
十
方
一
切
の
衆
生
の
救
済
を
誓
う 

本
願
が
、
そ
こ
に
本
願
に
背
く
衆
生
の
現
実
の
有
様
を
発
見
し
、
そ
れ
故 

に
、

そ

こ

に

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」

と
い
い
、

そ
し
て
本
願
の
真
実 

性
を
開
顕
せ
ん
と
す
る
そ
の
方
便
と
し
て
さ
ら
に
「
十
方
衆
生
」
と
呼
ん 

で
十
九
、
二
十
の
二
願
を
誓
い
、
し
か
も
そ
の
二
十
願
の
最
後
に
お
い
て
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「
不
果
遂
者
不
取
正
覚
」
と
い
う
、

「
定
散
自
力
の
称
名
」

の
者
も
果
遂 

せ
ん
と
い
う
如
来
の
本
願
の
大
悲
心
に
よ
っ
て
始
め
て
罪
福
信
に
よ
る
仏 

智
疑
惑
の
自
身
を
自
覚
し
、
そ
れ
を
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ 

う
。こ

の
如
来
の
大
悲
心
の
最
も
具
体
的
な
形
が
「
信
巻
」
欲
生
心
釈
に
、
 

「
欲
生
と
言
ふ
は
、
則
ち
是
れ
如
来
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
ま
ふ
之 

勅
命
な
り
」

と
あ
る
如
く
、
衆
生
の
上
に
は
「
欲
生
我
国
」
と
な
っ
て
は
た
ら
き
か
け 

て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
如
来
の
願
力
に
よ
っ
て
始
め
て
、
定
散
の
自
心 

に
迷
い
仏
智
疑
惑
す
る
罪
福
信
の
衆
生
の
存
在
が
、
そ
の
存
在
の
内
か
ら 

破
ら
れ
、
そ
し
て
そ
こ
に
始
め
て
自
身
の
存
在
が
仏
智
疑
惑
の
身
で
あ
る 

こ
と
を
自
覚
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
衆

生

の

「
本
罪
」 

が
識
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ま
た
同
時
に
そ
こ
に
自
身
の 

存
在
の
罪
深
き
こ
と
へ
の
「
悔
責
」
の
心
が
生
ぜ
し
め
ら
れ
て
く
る
の
で 

あ
る
。
こ

の

「
悔
責
」
の
心
に
よ
っ
て
、

「
悲
し
き
哉
、
垢
障
の
凡
愚
無
際
自
従
已
来
、
助
正
間
雑
し
、
定
散
心 

雑
は
る
が
故
に
、
出
離
其
の
斯
無
し
。
自
ら
流
転
輪
回
を
度
る
に
、
微 

鹿
劫
を
超
過
す
れ
ど
も
、
仏
願
力
に
帰
し
叵
く
、
大
信
海
に
入
り
叵
し
、 

良
に
傷
嗟
す
可
し
、
深
く
悲
歎
す
可
し
」 

と

「
化
身
土
巻
」
に
あ
る
如
く
、
無
有
出
離
之
縁
で
あ
り
、
そ
し
て
「
仏 

願
力
に
帰
し
叵
く
、
大
信
海
に
入
り
叵
」
き
仏
智
疑
惑
の
自
身
で
あ
る
こ 

と
へ
の
悲
歎
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
仏
智
疑
惑
の
自 

身
で
あ
る
こ
と
へ
の
「
悔
責
」
の
心
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
逆
に
そ
こ 

に
自
身
の
「
本
罪
」
を
自
覚
せ
し
め
た
仏
智
、

つ
ま
り
如
来
の
大
悲
心
が

明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
の
晩
年
の
作
で 

あ

る

『
正
像
末
和
讃
』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
古
来
よ
り
「
疑
惑
罪
過 

和
讃
」
と
い
わ
れ
て
い
る
二
十
三
首(

草
稿
本)

の
最
後
に
、 

仏
智
う
た
が
ふ
っ
み
ふ
か
し 

こ
の
心
お
も
ひ
し
る
な
ら
ば 

く
ゆ
る
こ
ゝ
ろ
を
む
ね
と
し
て 

仏
智
の
不
思
議
を
た
の
む
べ
し

と
あ
る
よ
う
に
、

「
仏
智
う
た
が
ふ
つ
み
ふ
か
し
」
と
い
う
自
覚
に
お
い 

て
始
め
て
如
来
の
本
願
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ 

に

『
歎
異
抄
』
後
序
に
、

「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
く
案
ず
れ
ば
ひ
と
へ
に
親
鸞
一
人 

が
た
め
な
り
け
り
」

と
あ
る
よ
う
な
、
如
来
の
本
願
が
た
だ
親
鸞
一
人
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と 

が
頷
か
れ
、
如
来
の
本
願
へ
の
讃
嘆
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

考
え
る
に
、
こ

の

「
仏
智
う
た
が
ふ
つ
み
ふ
か
し
」
と
い
う
「
疑
惑
罪 

過
和
讃
」
が
晚
年
の
作
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
親
鸞
に
と
っ
て
仏
智
疑 

惑
の
罪
の
問
題
が
如
何
に
大
き
な
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
晩
年
に
至
っ
て 

い
よ
い
よ
深
ま
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
を
窺
え
よ
う
。
こ
こ
に
、
 

親

鸞
が

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
を
如
何
に
主
体
的
に
自
身
の
上
に
受
け 

と
め
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
に
と
っ
て
、
本
願
に
唯
除
さ
れ 

て
い
る
五
逆
誹
謗
正
法
は
決
し
て
他
人
事
で
は
な
く
、
自
身
の
現
実
の
生 

き
様
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
そ
「
信
巻
」
信 

楽
釈
の
、

「
一
切
凡
小
、

一
切
時
の
中
に
貪
愛
之
心
常
に
能
く
善
心
を
汙
し
、
瞋
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憎
之
心
常
に
能
く
法
財
を
焼
く
、
急
作
急
修
し
て
頭
燃
を
灸
ふ
が
如
く 

す
れ
ど
も
、
衆
て
雑
毒
雑
修
之
善
と
名
く
、
亦
虚
仮
諂
偽
之
行
と
名
く
、
 

真
実
の
業
と
名
け
ざ
る
な
り
。
此
の
虚
仮
雑
毒
之
善
を
以
て
無
量
光
明 

土
に
生
ぜ
ん
と
欲
す
る
、
此
れ
必
ず
不
可
な
り
」 

と
い
う
如
き
、
非
常
に
厳
し
い
悲
歎
が
、
単
に
自
己
自
身
に
の
み
止
ま
ら 

ず
、

「
一
切
凡
小
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
語
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ 

の
よ
う
に
、
本

願

の

「
唯
除
」
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
至
心•

信 

楽
•

欲
生
が
全
く
如
来
廻
向
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ 

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
念
仏
の
行
に
対
す
る
信
が
如
来
廻
向
の
信
で
な
け
れ 

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
始
め
て
如
来
の
本
願
が 

明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六 

本
願
に
お
け
る
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
が
、
こ
の
よ
う
に
領
解
さ
れ 

る
な
ら
ば
、

「
唯
除
」
は
無
自
覚
な
る
人
間
を
し
て
、
罪
福
信
に
よ
る
仏 

智
疑
惑
の
罪
深
き
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
し
め
、
そ
し
て
廻
心
せ
し 

め
て
選
択
の
願
海
へ
転
入
せ
し
め
ん
と
す
る
如
来
の
大
悲
心
の
顕
現
で
あ 

る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
は
、
 

単
に
五
逆
誹
謗
正
法
の
罪
深
き
者
は
本
願
の
救
済
の
対
象
か
ら
除
外
す
る 

と
か
、
ま
た
五
逆
誹
謗
正
法
の
罪
の
深
き
を
示
し
て
衆
生
が
つ
く
ら
な
い 

よ
う
に
と
の
抑
止
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
消
極
的
な
意
味
に
止
る
も
の
で 

は
な
く
、
人
間
の
存
在
が
五
逆
誹
謗
正
法
を
自
性
と
し
て
生
き
て
い
る' 

言
葉
を
か
え
る
な
ら
ば
、
人
間
の
存
在
が
定
散
の
自
心
に
迷
い
、
罪
福
心 

に
よ
る
仏
智
疑
惑
の
罪
深
き
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
し
め
、
そ
し
て

廻
心
せ
し
め
ん
と
す
る
極
め
て
積
極
的
、
且
つ
動
的
な
意
義
を
有
し
て
い 

る
の
で
は
な
い
か
。
故
に
こ
そ
、

「
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
い
謗
法
の
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
む
と
な 

り
。
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
い
う
如
き
『
尊
号
真
像
銘
文
』
の
釈
が
な
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

親
鸞
が
こ
こ
に
「
し
ら
せ
む
と
な
り
」
と
い
う
言
葉
を
二
度
使
用
し
て
い 

る
よ
う
に
、

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
は
五
逆•

謗
法
の
罪
の
重
き
こ
と
、 

そ
し
て
如
来
の
本
願
が
十
方
一
切
の
衆
生
を
皆
漏
れ
ず
救
済
せ
ん
と
し
て 

あ
る
こ
と
の
二
事
を
衆
生
に
知
ら
せ
ん
と
し
て
あ
る
と
い
う
二
重
・
の
意
義 

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
逆•

謗
法
と
い
う
人
間
存
在
の
自
性
と
し 

て
の
罪
悪
を
「
唯
除
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
間
を
救
済
せ 

ん
と
し
て
あ
る
如
来
の
本
願
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
し
め
ん
と
し
て
い
る 

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
如
来
の
本
願
は
「
除
」
と
い
う
こ
と
で
以 

て
、
無
自
覚
な
る
衆
生
に
対
し
、
そ
の
存
在
が
罪
深
き
五
逆•

謗
法
を
自 

性
と
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
せ
し
め
、
そ
の
自
覚
の
と
こ
ろ
に
、
十
方 

一
 

切
の
衆
生
を
皆
漏
れ
ず
救
済
せ
ん
と
す
る
本
願
が
常
に
衆
生
の
上
に
開
ら 

か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
除
」
と 

は
、
除
く
と
い
う
こ
と
ば
で
は
な
く
、
逆
に
除
か
ぬ
と
い
う
こ
と
を
顕
わ
し 

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
除
か
ぬ
と
い
う
こ
と
を
顕
わ
さ
ん
と
し
て
除
く 

と
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
五
逆•

謗
法
た
る
一
切
衆
生
を
皆
漏
ら 

さ
ず
救
済
せ
ん
と
し
て
あ
る
本
願
が
、
そ
れ
自
身
そ
の
こ
と
を
衆
生
に
自 

覚
せ
し
め
ん
と
す
る
大
悲
心
の
究
極
的
、
最
後
的
な
顕
わ
れ
が
「
唯
除
」 

で
あ
り
、

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
な
っ
て
顕
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
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い
か
。
故
に
、

「
唯
除
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
如
来
の
本
願
の
大
悲
心
が
集 

約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
が
こ
の
よ
う
に
如
来
の
大
悲
心
の
極
ま
り
で 

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
来
の
本
願
の
正
機
が
善
人•

賢
者
で
は
な
く
、
 

五
逆•

謗
法
を
自
性
と
し
て
生
き
る
罪
深
き
極
悪
最
下
の
凡
夫
で
あ
る
こ 

と
が
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
五
逆•

謗
法
を
正
機
と
す
る
が
故 

に

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
善
人•

賢
者
を 

正
機
と
す
る
本
願
で
あ
る
な
ら
ば
、
敢
え
て
五
逆
誹
謗
正
法
を
唯
除
す
る 

必
要
性
の
な
い
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
本
願 

の

「
十
方
衆
生
」
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る 

の
で
あ
る
。

誠
に
、

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
は
五
逆•

謗
法
の
者
を
救
済
せ
ん
と

す
る
如
来
の
大
悲
心
よ
り
必
然
的
に
流
出
せ
る
如
来
の
大
悲
心
そ
の
も
の 

の
叫
び
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

☆

 

☆

 

☆
 

以
上
の
よ
う
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
来
の
本
願
に
お
い
て
唯 

除
さ
れ
て
い
る
も
の
が
「
疑
」
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
唯
除
の
視
点
が
、 

た
だ
如
来
の
本
願
に
対
す
る
信•

疑
の
一
点
、
念
仏
の
行
に
対
す
る
信
の 

純
•

不
純
の
一
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
唯
除
さ
れ
る 

原
因
は
、
ひ
と
え
に
仏
智
疑
惑
、
如
来
の
本
願
を
疑
う
と
い
う
衆
生
の
根 

底
に
根
ざ
せ
る
自
力
我
執
で
あ
る
。
従
っ
て
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
衆
生 

に
お
け
る
最
も
深
い
意
味
で
の
罪
が
「
疑
」
、

つ
ま
り
仏
智
疑
惑
の
罪
と 

し
て
お
さ
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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