
本

願

の

機

阿

難

——
「
今
、
汝
が
た
め
に
説
か
ん
」!

は

じ

め

に

——

扉
を
叩
く
者
・
阿
難
——

夫
顕
ー
ー
真
実
教
一
者 

則

『
大
無
量
寿
経
』

是
也

(

「
教
巻
」/

定
親
全1
—
九
頁) 

親
鸞
は
、
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』

「
教
巻
」

の
冒
頭
に
お 

い
て
、
『
大
無
量
寿
経
』

を

「
真
実
の
教
」
と
抑
え
て
い
る
。
 

『
大
経
』

が
真
実
教
で
あ
る
所
以
を
親
鸞
は
、

こ
の
経
の
大
意
、 

す
な
わ
ち

衆
生
を

大
悲
す

る
弥
陀,

釈
迦
二
尊
の
正
意
と
、
経
の 

宗

体
(

本

願

・
名
号)

に
お
い
て
抑
え
て
い
く
。

斯
経
大
意
者 

弥
陀
超
ヨ
発
於
ー
ー
誓
ー
広
開
一
ー
法
蔵-

致
卞 

哀
一
凡
小
一
選
施
キ 

功
徳
之
宝
上 

釈
迦
出
ヨ
興 

於
ー
ー
世- 

光
コ
闡
道
教-

欲
卞
拯
ー
ー
群
萌
一
恵
以
由
真
実
之
利
上 

是
以
説
二
如
来
本
願
一
為
二
経
宗
致
一
即
以
二
仏
名
号
一
為
二
経

弘 

信

体
一
也 

尙

右) 

こ

の

大

意

釈

・
宗
体
釈
に
お
い
て
親
鸞
は
、
 

し
ん
と
い
ふ
は
い
つ
は
り
へ 

つ
ら
は
ぬ
を
し
ん
と
い
ふ 

し 

ち
と
い
ふ
は
か
な
ら
す
も
の
ゝ
み
と
な
る
を
い
ふ
な
り

(

定
親
全
ロ
・
和
讃
篇
—
ハ
頁) 

と

い

う

『
浄
土
和
讃
』

の

「
真
実
」

の
語
の
左
訓
が
示
す
よ
う
に
、
 

言

亡

慮

絶

の

真

如

法

性

が

物(
"

衆
生)

の

「
み
」(

実
・
身)

と 

な
る
、
す
な
わ
ち
真
実
な
る
如
来
が
そ
の
本
願
の
名
号
と
し
て
衆 

生
の
信
に
実
現
す
る
、
 

と

い

う

成

就

の

事

実

に

お

い
て

『
大
経
』 

を

「
真
実
教
」
と
抑
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
続
い
て
親 

鸞
は'

『
大
経
』
が
釈
尊
出
世
の
本
懐
を
語
る
経
で
あ
る
こ
と
の
証 

左
と
し
て
、
「
発
起
序
」
の
い
わ
ゆ
る
五
徳
現
瑞
の
文
を
引
い
て
く 

る
の
で
あ
る
。

『
大
経
』

の
こ
の
文
は' 

尋
常
と
は
異
な
っ
た
釈
尊
の
相
好
の
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輝
き
に
驚
い
た
阿
難
が
、
座
を
立
ち
、
そ
の
非
常
の
相
の
所
以
を 

釈
尊
に
問
っ
た
場
面
か
ら
始
ま
る
。

親
鸞
は

、
異

訳

の

『
無
量
寿
如
来
会
』

の
文
に
拠
っ
て
、

こ
の 

光

景

を

『
浄
土
和
讃
』

「
大
経
意
」

に
、

尊
者
阿
難
座
よ
り
た
ち 

世
尊
の
威
光
を
瞻
仰
し 

生
希
有
心
と
お
ど
ろ
か
し 

未
曾
見
と
ぞ
あ
や
し
み
し

(

定
親
全
ロ 
-

和
讃
篇
—
三
四
頁) 

と
記
し
て
い
る
。

大
寂
定
に
入
っ
た
釈
尊
の
光
顔
に
思
わ
ず
発
し
た
阿
難
の
問
い 

を
発
端
と
し
て
、
釈
尊
は
そ
の
出
世
の
本
意
で
あ
る
弥
陀
の
本
願 

を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。

如

来

の

光

瑞

希

有

に

し
て

阿

難

は

な

は

だ

こ
ゝ

ろ

よ

く 

如
是
之
義
と
と
え
り
し
に 

出
世
の
本
意
あ
ら
は
せ
り

(

同
右) 

如
来
興
世
の
本
意
に
は 

本
願
真
実
ひ
ら
き
て
ぞ 

難

値

難

見

と

と

き

た

ま
ひ

猶

霊

瑞

華
と

し

め

し
け

る

(

同
右
三
五
頁) 

こ
こ

に
本

願
為

宗

・
名

号

為

体

の

『
大
経
』

の
教
説
が
開
始
さ 

れ
る
の
で
あ
り
、
阿

難

は

言

わ

ば

『
大
経
』

の
扉
を
叩
く
者
な
の 

で
あ
る
。

そ
し
て
、
阿

難

を

対

告

衆
と

す

る
こ

の

『
大
経
』

は
、
ま
さ
し

く
阿
難
の
た
め
に
説
か
れ
た
経
な
の
で
あ
る
。

ハ
 

シ
下
ヘ
ル
コ
ク 

テ 

ノ-
一
 

下
へ
リ 

ヲ 

如
来
定
慧
究
暢 

無
レ
極
、

於
ー
一
一
切
法
一
而
得
一
一
自
在?' 

阿

難

諦

聴

、
今
為
レ
汝
説
。
 

(

真
聖
全I
——
五
頁) 

そ
れ
で
は
、
な

ぜ

『
大
経
』

は
阿
難
を
対
告
衆
と
し
な
け
れ
ば 

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
釈
尊
に
問
い
を
発
す
る
の
は
、
 

な
ぜ
阿
難
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
・
 

こ
の
論
文
で
は
、
阿

難

が

『
大
経
』

の
扉
を
叩
く
者
で
あ
る
こ 

と
の
意
味
を
考
究
し
、
親

鸞

が

『
大
経
』

を
真
実
教
と
し
て
顕
揚 

し
て
い
く
こ
と
の
必
然
性
を
知
る
一
助
と
し
て
い
き
た
い
。

一
 

声

聞

阿

難

-
-

慟
哭
す
る
者-
-

&
 

有

学

・
未
離
欲
の
者 

出
家
以
前
の
阿
難
の
出
自
を
諸
経
論
は
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い 

る
。

釈

尊

の

祖

父

師

子

頰(

出
ぢ
宦
ー
ー
密
ー
ー)

に
は
四
人
の
男
子
と
ー 

人
の
女
子
が
あ
っ
た
。

そ
の
長
兄
、
迦
毘
羅 

(
^
2

ヨ
矿
舟
件ー

ー
)

城 

城
主
浄
飯 (

^
6
*
0
6
2
1
1
3
)

 

王
が
、 

俗

姓

瞿

曇

0
31
!

故!
1
一

巴
,

字 

悉

達

多
(

田
上
猛
ユ

ー
ー

巴
、
す
な
わ
ち
後
の
釈
尊
の
父
で
あ
っ
た
。
 

浄
飯
王
に
は
白
飯 (0
〇'ー

ー
匸

〇
故!!
巴
、
斛
飯 
(

〇10

忙
〇
紂!!
巴
、
甘
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露

飯
(

ヨ
3
〇
ヨ1
一
巴
の
三
人
の
弟
と
妹
甘
露
味(

ヨ
3
巴

と

が 

あ
り'

『
大
智
度
論
』

に
よ
れ
ば
、

そ
の
内
の
斛
飯
王
の
子
が
提 

婆

達

多(02
社

は

・
阿

難

(
4
1
1

百
詹)

で
あ
り
、

提
婆
は
阿 

難
の
兄
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ま

た

『
超
世
経
』

等
に
よ
れ
ば
、
甘
露
飯
王
の
子
で
あ
り
、

こ

③
 

こ
で
は
阿
難
が
提
婆
の
兄
と
さ
れ
て
い
る
。
 

い
ず
れ
に
せ
よ
阿
難
は
釈
尊
の
従
弟
で
あ
り' 

提
婆
達
多
と
兄 

弟
で
あ
り
、

こ
の
三
者
が
き
わ
め
て
近
し
い
血
族
で
あ
っ
た
こ
と 

は
疑
え
な
い
。

ま
た
、

そ

の

「
阿

難
(

ア
ー
ナ
ン
ダ)

」

の

名

は

「歓

喜

・
慶

④

喜
」
を
意
味
し
、

『
智
度
論
』

に
よ
れ
ば
、

釈
尊
成
道
の
慶
ば
し 

き
夜
に
生
ま
れ
た
か
ら
と
も
、
あ
る
い
は
、
前
生
に
お
い
て
仏
弟 

子
中
多
聞
第
一
た
ら
ん
と
の
志
願
を
た
て
て
忍
辱
行
を
績
ん
だ
そ 

の
功
徳
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
眉
目
秀
麗
な
容
姿
を
得
、
見
た
者
の 

眼
と
心
に
歓
喜
を
起
こ
さ
せ
る
か
ら
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
 

女
性
が
彼
を
見
る
と
欲
心
を
動
か
す
た
め
、
肩
を
覆
う
衣
を
着
け 

る
こ
と
を
釈
尊
が
特
に
許
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
 

彼
は

、
常
随
直
昵
の
弟
子
と
し
て
二
十
五
年
間
釈
尊
に
仕
え
、
 

多
聞
第
一
と
賞
賛
さ
れ
な
が
ら
、
釈
尊
の
存
命
中
に
は
阿
羅
漢
果 

を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
釈
尊
の
入
滅
に
際
し 

て
は
悲
し
み
の
あ
ま
り
慟
哭
落
涙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
若
き
人
ア
ー
ナ
ン
ダ
は
、
住
居
に
入
っ
て
、
戸
の
横
木 

に
よ
り
か
か
っ
て
、
泣
い
て
い
た
。
——

〈
あ
あ
、
わ
た
し 

は
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
者
で
あ
り' 

ま
だ
為 

す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
を
憐
れ
ん
で
く 

だ
さ
る
わ
が
師
は
お
亡
く
な
り
に
な
る
の
だ
ろ
う
〉
と
思
っ 

て
。
 

(

岩
波
文
庫
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
』

一
三
六
頁) 

こ
の
時
阿
難
自
身
が
述
懐
し
た
よ
う
に
、
阿

難

は

「
ま
だ
こ
れ 

か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
者
」

「為

す

べ
き
こ

と

が

あ

る

」
者

、

す

⑤
 

な

わ

ち

「
学
地
に
あ
っ
て
未
だ
欲
を
離
れ
ざ
る
」

者

、
無
学
の
阿 

羅
漢
に
択
ん
だ
有
学
の
者
で
あ
っ
た
。

一
切
の
煩
悩
を
断
じ
尽
く
し
た
阿
羅
漢
に
対
し
て
、
阿
難
は
初 

果
(

預

流

果

・
須
陀
疽)

の
聖
者
と

し
て

分
別
起
の
煩
悩(

見
惑) 

を
こ
そ
断
じ
て
い
た
が
、
俱

生

起

の

煩

悩(

思

惑

・
修
惑)

は
い 

ま
だ
断
じ
切
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

見

道

所

断

の

分

別

起

煩

悩(

見
惑)

が
、
無
常
無
我
の
道
理
に 

迷
っ
て

起
こ
す
常
楽
我
常
等
の
妄
見
と

い
う

理
知
的
な

性
格(

迷 

理)

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
修

道

所

断

の

俱

生

起

煩

悩(

思
惑) 

は
、
世
間
の
も
ろ
も
ろ
の
事
物
事
象
に
迷
っ
て
起
こ
す
貪
欲
瞋
恚 

等

の

妄

情

と

い

う

情

緒

的

な

性

格(

迷
情)

を
も
つ
。
見
惑
が
道 

理
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
端
的
に
破
ら
れ
る
の
に
対
し' 

思
惑
は 

し
ば
し
ば
道
理
を
思
惟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
漸
々
に
断
じ
て
い
く
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他
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
未
離
欲
の
ゆ
え
に
阿
難
は
釈
尊
と
の
別
離
に 

際
し
て
甚
だ
し
く
惑
乱
し
、
そ
の
結
果
摩
訶
迦
葉
に
よ
っ
て
、

ー
 

時
的
に
せ
よ
仏
典
結
集
の
座
か
ら
逐
わ
れ
も
し
た
の
で
あ
る
。
 

ま
た' 

こ
の
折
摩
訶
迦
葉
は
、

こ
の⑴

「
未
離
欲
」

の
罪
の
ほ 

か
、
⑵

釈

尊

の

義

母

瞿

曇

弥̂

0
1
8

す

な

わ

ち

摩

訶

破 

闍

破

提
(

ヱ

伴

老

さ
)

の

出

家

を

釈

尊

に

懇

望

し

、
比
丘 

尼
が
僧
伽
に
加
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
正
法
の
時
期
が
五
百
年
に 

短
縮
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た⑶

悪
魔
に
心
を
覆
わ
れ
て
入
滅
間
近
か 

の
釈
尊
に
こ
の
世
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
要
請
し
な
か
っ
た
た
め
、
 

釈
尊
が
入
滅
を
決
意
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
等
、
計
六
つ
の
突
吉
羅 

(
0.$

.?
皆)

罪
を
指
摘
し
て
い
る
。

釈
尊
在
世
中
に
思
惑
を
断
ち
切
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
の
入
滅 

に
著
し
く
惑
乱
し
た
こ
と
、
瞿
曇
弥
の
出
家
を
釈
尊
に
懇
望
し
た 

こ
と
等
の
逸
話
か
ら
、
生
来
き
わ
め
て
情
愛
深
く
、
そ
れ
ゆ
え
の 

軽
忽
な
振
舞
い
も
多
く
、
か
え
っ
て
人
間
関
係
の
中
で
傷
つ
い
て 

い
っ
た
阿
難
の
人
間
像
が
推
測
さ
れ
る
。

ま

た

『
観
無
量
寿
経
』
序
分
の
伝
え
る
よ
う
に
、
悲
し
み
の
極 

の

韋

提

希

が

彼

の

「
慰
問
」
を
要
請
し
た
こ
と
、
ま
た
釈
尊
が
彼 

を

遣
わ

し

韋

提

希
と

と

も

に

『
観
経
』

の
対
告
衆
と
し
た
こ
と
な 

ど
も
、
阿
難
の
こ
の
よ
う
な
人
間
性
を
暗
示
す
る
も
の
と
言
え
よ

う

。ま
た
そ
の
修
道
に
お
い
て
も
、

「常
に
仏
後
に
随
ひ
て
多
聞
広 

識
な
り
」

「能
く
聴
き
能
く
持
ち
て
、

教
旨
親
し
く
承
け
て
、

伝 

説
の
錯
な
き
を
表
す
る
」
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
陀
の
教
言 

に
対
す
る
理
解
と
記
憶
と
に
長
け
て
は
い
た
も
の
の
、

「
智
慧
多

⑧
 

⑨
 

く
し
て
定
カ
少
な
し
」

「
智
慧
多
く
し
て
摂
心
少
な
し
」

と
伝
え 

ら
れ
る
よ
う
に
、
や
や
禅
定
の
実
践
に
欠
け
、
教
法
を
自
証
す
る 

こ
と
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

&

提

婆

達

多

こ
の
よ
う
な
阿
難
を
取
り
巻
く
人
間
関
係
の
中
、
最
も
重
要
な 

も
の
が
、
師
か
つ
従
兄
で
あ
る
釈
尊
と
の
関
係
で
あ
り
、
兄
弟
で 

あ
る
提
婆
達
多
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。

提
婆
達
多
は
、
阿
難
と
と
も
に
釈
尊
の
門
下
に
加
わ
り
な
が
ら
、
 

や
が
て
釈
尊
に
背
き
、
釈
尊
と
そ
の
僧
伽
の
最
大
の
敵
対
者
と
な 

っ
た
者
で
あ
る
。

生
来
、
「
悪
性
に
し
て
、
人
と
な
り
匈
猛
」

で
あ
っ
た
提
婆
は
、 

出
家
し
釈
尊
の
弟
子
と
な
っ
た
後
も
「
常
に
仏
の
名
聞
利
養
を
妬
」 

み' 

釈

尊

の

檀

越

頻

婆

娑

羅(13
亍
凸
务3
)
王
の
盛
大
な
供
養
を 

見
て
、

い
よ
い
よ
嫉
妬
の
心
を
つ
の
ら
せ
て
い
た
。

「
な
ぜ
従
兄
悉
達
多
の
方
が
自
分
よ
り
も
尊
敬
さ
れ
、
愛
さ
れ
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る
の
か
」

と
。釈

尊

へ

の
屈
折
し
た
対
抗
心
・
競
争
意
識
を
動
機
と
し
て
修
行 

し
、
神
通
力
を
身
に
つ
け
た
提
婆
は
、

そ

れ

に

よ

っ

て

阿

闍

世 

？

淌0
戮
オー

ー
)

太
子
の
歓
心
を
買
う
こ
と
に
成
功
す
る
。
 

阿
闍
世
の
供
養
に
よ
っ
て
一
度
は
そ
の
虚
栄
心
を
満
足
し
た
提 

婆
で
は
あ
っ
た
が
、

太
子
今
将
一
ー
利
養
之
杖
一
打
ー
ー
提
婆
貪
心
狗
鼻(

転
加
レ
悪
盛
。

(

『
観
経
序
分
義
』/

真
聖
全I
I
四
七
二
頁) 

と
、
善
導
が
譬
え
た
ご
と
く
、

い
よ
い
よ
増
長
し
て
貪
婪
さ
を
増 

し
、

つ
い
に
は
教
団
の
委
譲
と
釈
尊
の
隠
退
と
を
釈
尊
に
要
請
す 

る
。

索
ー
ー
ー
於
徒
衆
並
諸
法
蔵
尽
付
一
ー
嘱
我
へ
世
尊
年
将
老
邁
、

シ
ク
シ
ト
テ 

ニ---

フ
 

シ
下
フ

宜
可
冃
就
レ
静
内
自
将
養
』 

(

同
右) 

提
婆
の
こ
の
要
請
に
対
し
て
釈
尊
は
、

舎
利
弗
等
聴
一
一
聞
大
智
一
世
所
一
ー
信
伏-

我
猶
不
卞
以
一
一 

大
衆
一
付
嘱
上
況
汝
痴
人
食
二
唾
一
者
乎

(

「
信
巻
」
所

引

『
涅
槃
経
』/

定
親
全I
——
一
七
九
頁) 

と

、
大

衆

の

面

前

で

提

婆

を

「
汝
痴
人
、
唾
を
食
ら
う
者
」
と
罵 

倒
す
る
。

そ
の
言
を
聞
い
た
提
婆
は
、
屈
辱
の
あ
ま
り
、

瞿
曇 

汝
今
雖
一
ー
ー
復
調
ー
一
伏 

大
衆
一
勢
亦
不
一
一
久
一
当
ー
ー
見 

磨

滅- 

(

同
右
一
ハ
〇
頁) 

と
、
僧
伽
の
破
壊
を
宣
言
し
て
立
ち
去
り
、
阿
闍
世
に
、
 

太
子
知 

不
。

世
尊
年
老
無
レ
所
一
ー
堪
任(

当
可
ー
ー
除
レ
之 

ラ
ル 

ト 

ノ 

モ 

イ
下
へ
リ 

シ 

キ
テ
ヲ 

ラ
ス 

ニ
 

我
自
作
匸
仏
。

父
王
年
老' 

亦
可
ー
ー
ー
除
レ
之
太
子
自
座
ー
ー
正
位" 

新
王
新
仏
治
化' 

豈

不

レ

楽

乎

。

(

「
序
分
義
」/

真
聖
全1
—
四
七
三
頁) 

と

、
父
王
頻
婆
娑
羅
へ
の
謀
反
を
示
唆
す
る
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る 

王
舎
城
の
悲
劇
の
発
端
と
な
る
の
で
あ
る
。

釈
尊
は
、
教
団
の
委
譲
を
迫
っ
た
提
婆
に
対
し
、
そ
の
如
実
知 

見

を

も

っ

て

「
痴
人
」
と
呼
ん
だ
。

提
婆
は
我
痴
、
す

な

わ

ち

「
我
の
相
に
愚
に
し
て
無
我
の
理
に 

動

迷
ふ
」

が
ゆ
え
に
、

「
所
執
の
我
を
恃
み
て
、

心
を
し
て
高
挙
な 

ら
し
」
め

、
釈
尊
や
舎
利
弗
の
名
声
を
嫉
み
、
ひ
た
す
ら
名
利
を 

貪
求
す
る
。

彼
は
無
明
の
ゆ
え
に
、
言
わ
ば
自
己
本
来
の
尊
厳
に
目
覚
め
な 

い
が
ゆ
え
に
、
釈

尊

へ

の

比

較

・
対
抗
意
識
に
囚
わ
れ
、
嫉
み
と 

貪
り
の
中
で
し
か
自
分
を
保
持
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

偉
大
過
ぎ
る
従
兄
へ
の
反
発
の
ゆ
え
に
、
や
が
て
彼
は
破
滅
し 

て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
提
婆
の
姿
を
見
た
阿
難
の
心
中
に
は
、
ど

26



れ
ほ
ど
の
暗
澹
た
る
思
い
が
渦
巻
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
 

何
よ
り
、
阿
闍
世
を
籠
絡
し
た
神
通
力
を
提
婆
に
教
授
し
た
の 

は

、
阿
難
雖
レ
得
二
初
果7

未
レ
証
二
他
心
-''4
不
レ
知
丁
阿
兄
私
密
学
レ 

通
、
欲
”
於
ー
ー
仏
所
一
起"

於
悪
計
【
阿
難
遂
即
喚
向
ー
ー
静
処
「
 

次
第
教
レ
之
。 

(

「
序
分
義
」/

真
聖
全I
——
四
七
一
頁) 

と
あ
る
よ
う
に
、
提
婆
の
心
底
を
見
抜
く
こ
と
の
な
か
っ
た' 

他 

な
ら
ぬ
阿
難
自
身
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
そ
の
真
意
を
見
抜
け
な
か
っ
た
お
の
れ
の
未
熟
さ 

を
責
め' 

提
婆
を
怨
み' 

自
責
と
責
任
転
嫁
の
間
で
悶
絶
せ
ん
ば 

か
り
に
な
り
な
が
ら
、
時
に
は
釈
尊
に
ま
で
恨
み
を
懐
い
た
か
も 

知
れ
な
い
。
ち
ょ
う
ど
韋
提
希
が
、
従
弟
提
婆
を
折
伏
し
得
な
い 

釈
尊
を
な
じ
っ
た
よ
う
に
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
阿
難
の
苦
衷
を
よ
そ
に
、
そ
の
後
も
提 

婆
は
釈
尊
に
反
逆
し
続
け
る
。

破
二
壊
衆
僧
ー
出
ー
ー
仏
身
血
一
害
二
蓮
華
比
丘
尼
一
作
二
三 

逆

我

(

「
信
巻
」
所

引

『
涅
槃
経
』/

定
親
全I
——

一
六
三
頁) 

あ

る

時

は

「
一
生
涯
の
間
、⑴

森
林
に
住
し
村
落
に
入
ら
ず
、
 

⑵

行
乞
し
て
招
待
を
受
け
ず
、⑶

糞
掃
衣
の
み
を
着
し
在
俗
の
衣 

服
を
着
け
ず
、⑷

樹
下
に
座
し
て
屋
内
に
入
ら
ず
、⑸

魚
肉
を
食

0

さ
な
い
」

の
五
事
を
提
唱
し
て
釈
尊
に
拒
ま
れ
な
が
ら' 

布
薩
の 

日
、
釈
尊
舎
利
弗
目
蓮
等
の
不
在
を
狙
っ
て
竹
林
精
舎
を
訪
れ
、
 

そ

の

弁

舌

で

毘

舎

離

缶3

出
身
の
新
参
の
比
丘
五
百
人
を 

僧
伽
か
ら
離
脱
さ
せ
て
し
ま
う
。

釈
尊
の
殺
害
を
意
図
し
て
、
 

遊
行
中
の
釈
尊
に
対
し' 

あ
る
時 

は
霊
鷲
山
上
よ
り
巨
石
を
投
じ
て
そ
の
破
片
に
よ
っ
て
釈
尊
の
足 

を
傷
つ
け
、
ま
た
あ
る
時
は
酔
象
を
け
し
か
け
る
。

そ
し
て
、
阿
闍
世
の
心
が
自
分
か
ら
離
れ
た
こ
と
を
怒
っ
て
蓮 

華

色

比

丘

尼̂

^

化
ヨ
會
旨)

を
打
ち
殺
し
て
し
ま
う
。
 

こ

れ

ら

の

「
破
僧
」

の
企
て
は
そ
の
い
ず
れ
も
が
不
首
尾
に
終 

わ
り
、
阿
難
自
身
も
そ
の
逆
害
か
ら
釈
尊
と
教
団
を
守
る
べ
く
懸 

命
に
努
力
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
逆
害
の
度
ご
と
に
阿
難
が' 

釈
尊
や
大
衆
へ
の
申
し 

訳
な
さ
の
余
り
、
そ
れ
こ
そ
身
も
引
き
裂
か
れ
ん
ば
か
り
に
苦
悶 

し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
で
も 

な
お
阿
難
は
、
肉
親
の
情
を
捨
て
き
れ
ず
、
提
婆
の
改
心
を
期
待 

し
続
け
る
の
で
あ
る
。

⑯

諸
経
論
は
提
婆
の
最
期
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

種
々
の
策
略
を
も
っ
て
直
接
間
接
に
釈
尊
を
害
せ
ん
と
試
み
、
 

そ
の
い
ず
れ
に
も
敗
れ
た
提
婆
は
、
自
ら
も
病
み
、
最
後
の
手
段 

と
し
て
十
指
に
毒
を
塗
っ
て
釈
尊
に
近
づ
く
。
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そ
の
姿
を
見
た
阿
難
は
、
提
婆
が
改
心
し' 

許
し
を
請
う
た
め 

に
や
っ
て
来
る
の
だ
と
釈
尊
に
伝
え
る
が
、
釈
尊
は
阿
難
の
言
葉 

に
頷
か
な
い
。

そ
の
時
大
地
か
ら
火
の
風
が
吹
き
上
が
り
、
そ
れ
に
焼
か
れ
て 

初
め
て
慚
愧
の
心
を
起
こ
し
た
提
婆
は
、
「
南
無
仏
」
と
称
え
ん
と 

す
る
が
、
時
す
で
に
遅
く
、
「
南
無
」
ま
で
し
か
称
え
ら
れ
ず
に
地 

獄
に
堕
ち
て
ゆ
く
。

そ
れ
を
見
た
阿
難
の
歎
き
は
尋
常
で
は
な
く
、
釈
尊
の
、

汝
何
為
一
ー
悲
泣
一
乃
爾
。

(

『
増
一
阿
含
経
』
巻
四
十
七
「
放
牛
品
」/

大
正
蔵
一
：

八

〇

四;
)

と
い
う
問
い
に
対
し
て
も
、
泣
き
な
が
ら
た
だ
、

我
今
欲
愛
心
未
レ
尽
。

未
レ
能
レ
断
レ
欲
故
悲
泣
耳
。
(

同
右) 

と
答
え
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

い
か
に
阿
難
と
い
え
ど
も
、
繰
り
返
さ
れ
る
提
婆
の
反
逆
を
見 

て
、
提
婆
の
破
滅
は
予
測
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
提
婆
が
前
非
を
悔 

い
て
釈
尊
と
和
解
す
る
可
能
性
な
ど
無
に
等
し
い
こ
と
も' 

彼
の 

理
性
は
当
然
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
は
そ
の
結
論
を
認
め
る
こ
と
を
拒
み
、
あ 

り
得
べ
か
ら
ざ
る
提
婆
の
改
悔
を
期
待
す
る
。

阿
難
は
最
後
ま
で 

両
者
の
調
停
を
試
み
、

つ
い
に
む
な
し
く
裏
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

釈
尊

成

道
の
慶
ば

し
き

夜
に
生
ま
れ

た
が

ゆ
え

に
「
ア
ー
ナ
ン 

ダ(

歓
喜)

」

と
名
づ
け
ら
れ
た
彼
は
、
彼
が
生
ま
れ
落
ち
た
血
縁 

の
中
で
懊
悩
し
号
泣
す
る
。

一
切
の
係
累
と
前
歴
を
棄
て
た
は
ず 

の
出
家
生
活
の
中
で
、
 

彼
を
苦
し
め
続
け
た
の
は
、
皮
肉
に
も
提 

婆
と
兄
弟
で
あ
る
と
い
う
、
出
家
以
前
、
誕
生
以
来
の
彼
の
出
自 

で
あ
っ
た
。

尊
敬
す
る
師
・
従
兄
と
愛
す
る
兄
弟
と
の
板
挾
み
に
悩
み
、
そ 

の
ど
ち
ら
と
の
関
係
を
も
断
ち
切
れ
な
い
阿
難
に
と
っ
て
、
自
ら 

の
名
、
「
歓
喜
」
と
は
、
皮
肉
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ 

う
か
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
私
は
声
聞
阿
難
を
、
 

あ

え

て

「慟 

哭
す
る
者
」
と
呼
び
た
い
の
で
あ
る
。

〇 

凡

小

・
群
萌 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
時'

『
大
経
』
の
対
告
衆
阿
難
は
も
は
や 

経
典
の
記
録
者
で
は
な
く
、

斯
経
大
意
者 

弥
陀
超
ヨ
発 

於
二
誓
一
広
開
ニ
法
蔵
一
致
下 

哀
ー
一
凡
小
一
選
施
や 

功
徳
之
宝
上 

釈
迦
出
ヨ
興
於
ー
一
世
一 

光
二
闡 

道
教
一
欲
下 

拯
二
群
萌
一
恵
以
中 

真
実
之
利
上

(

「
教
巻
」/

定
親
全I
 
—
九
頁) 

如
来
以
二
無
蓋
大
悲
一
矜
二
哀
三
界一

所
切
以
出
ヨ
興
於
ニ 

世
一
光
コ
闡 

道
教
一
欲
卞 

拯
一
群
萌

恵 

以
ヤ 

真
実
之
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利
上 

(
「
教
巻
」
所

引

『
大
経
』/

同
右
ー
ー
〜
三
頁) 

と
説
か
れ
る
よ
う
な
、
弥
陀
超
世
の
悲
願
に
矜
哀
さ
れ
、
釈
迦
出 

世
の
正
意
に
拯
済
せ

ん
と

欲

さ
れ
て

い

る

「
凡

小

・
群
萌
」
以
外 

の
何
者
で
も
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

サ
ン

ス

ク

リ

ッ

ト

本

『
無
量
寿
経
』

〇
ヨ
・
フ
は
プ
じ
牙
巴 

は
、
 

霊
鷲
山
の
会
座
に
集
っ
た
大
衆
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
 

こ
れ
ら
の
人
々
と
、
そ
の
他
の
人
々
と
は
、(

当
時)

一
人
だ 

け
を
除
い
て
、
す
な
わ
ち
修
行
の
道
に
お
い
て
な
す
べ
き
と 

こ
ろ
が
残
っ
て
い
た
ア
ー
ナ
ン
ダ
を
除
い
て
、

み
な
長
老
で 

あ
り
、
直
々
の
大
弟
子
た
ち
で
あ
っ
た
。

(

傍
点
筆
者
・
岩
波
文
庫
『
浄
土
三
部
経
・
上
』

ー
ー
頁) 

こ
こ
で
も
阿
難
は
有
学
の
未
離
欲
者
と
抑
え
ら
れ
て
い
る
の
で 

あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
、

『
大
経
』

の
会
座
に
お
け
る
阿
難
が
、
 

修
道
の
途
上
に
あ
る
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、

「
凡

小

・
群

萌

」 

と
し
て
、
前
節
で
ふ
れ
た
よ
う
な
人
間
関
係
の
中
で
懊
悩
し
涙
す 

る
一
個
の
凡
夫
と
し
て
座
に
列
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る 

の
で
あ
る
。

安
田
理
深
師
に
よ
れ
ば
、

「
凡
小
」

と

は

「
世
に
あ
っ
て
世
を 

こ
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
重
い
世
の
限
定
に
よ
っ
て
お
か
れ
て 

い
る
者
」
で
あ
り
、

「
人
間
は
世
に
あ
れ
ば
皆
凡
小
に
な
っ
て
し 

ま
」

い

「家
賃
の
こ
と
や
結
婚
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
」

の
で
あ
る
。
業
報
と
い
う
状
況
の
限
定
に
苦
し 

み
、
恩
愛
の
情
に
翻
弄
さ
れ
て
煩
悶
憂
苦
す
る
、
ま

さ

し

く

「
そ

⑱

れ

ほ
ど

の
業
を
も
ち

け

る
身
に
て

あ
り
け
る
一
が
ゆ
え
に
「
よ
ろ

⑲

づ
の
煩
悩
に
し
ば
ら
れ
た
る
わ
れ
ら
」

な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
愛
憎
違
順
す
る
人
間
関
係
の
ひ
し
め
き
合
い
の
中 

を
生
き
る
が
ゆ
え
に
、
た

と

え

外

見

は

「
や
う
や
う
さ
ま
ざ
ま
の 

大
小
聖
人
善
悪
凡
夫
」
と
い
う
各
別
の
業
を
生
き
つ
つ
も
、
わ
れ

㉑

ら

は

「
凡
小
」
、
も

し

く

は

「
ム

ラ

カ

ル

キ

サ

ス

」
「
群
萌
」
(

雑

㉒

草)

の

ご

と

き

「
よ
ろ
づ
の
衆
生
」
と
譬
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い 

の
で
あ
る
。

阿
難
は
、
欲
を
離
れ
た
阿
羅
漢
と
な
っ
て
釈
尊
の
光
瑞
に
出
遇 

っ
た
の
で
は
な
い
。
未
離
欲
の
阿
難
が
未
離
欲
の
凡
愚
の
ま
ま
で
、
 

釈
尊
の
光
瑞
を
問
い
、
そ
の
出
世
本
懐
で
あ
る
弥
陀
の
本
願
に
出 

遇
っ
た
の
で
あ
る
。

前
に
紹
介
し
た
摩
訶
迦
葉
に
よ
る
教
団
追
放
の
逸
話
は
、
ま
さ 

し

く

「
煩

悩

断

滅

の

仏

道(
"

小
乗)

か
ら
の
脱
落
者
」

と
し
て 

の
阿
難
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、

こ
の
阿 

難

を

有

学

・
未
離
欲
者
と
あ
え
て
名
指
し
し
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト 

本

『
無
量
寿
経
』

の
序
分
は
、
む
し
ろ
断
煩
悩
を
不
要
と
す
る
仏 

道
の
開
示
を
こ
そ
予
告
し
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ 

ろ
う
か
。
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二

『
大
経
』
の
対
告
衆
阿
難

-
-

歓
喜
す
る
者-
-

3 

発
問
以
前
の
阿
難!

庇
護
さ
れ
る
者!

 

今
—
日

世

尊

諸

根

悦

予

姿

色

清

浄

光

顔

巍

 々

如
〒 

明
鏡
浄
影
暢
申
表
裏
上 

威
容
顕
曜 

超
絶 

無
量 

未
ー
ー
曾
瞻
覩
一
殊
妙
如
二 

今
一

(

「
教
巻
」
所

引

『
大
経
』/

定
親
全1
— 
ー
ー
頁) 

時
が
到
り
、
処
を
得' 

機
縁
熟
し
た
阿
難
は
、

こ
の
日
釈
尊
の 

未
曾
有
の
光
瑞
に
接
す
る
。

そ
れ
で
は' 

こ
の
時
ま
で
阿
難
を
こ 

の
瑞
相
に
出
遇
わ
し
め
な
か
っ
た
も
の
は
、

い
っ
た
い
何
だ
っ
た 

の
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
は
、
釈
尊
は
成
道
以
来
い
つ
も
こ
の
相
を
現
じ
て
い
た 

に
も
か
か
わ
ら
ず
阿
難
自
身
の
内
に
そ
れ
を
妨
げ
る
も
の
が
あ
っ 

た
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
は
、

こ

の

『
大
経
』

の
会
座
が' 

釈
尊 

自
身
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
特
別
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら 

で
あ
る
。

阿
難
の
内
な
る
障
碍
と
は' 

お
そ
ら
く
は
釈
尊
の
偉
大
な
人
格 

に
対
す
る
執
着
、
す
な
わ
ち
人
格
依
憑
で
あ
ろ
う
。

釈
尊
は
そ
の
禅
定
や
智
慧
が
す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
な
が
ら' 

そ
の
人
間
性
も' 

愛

児

を

羅

喉

羅(

園

一
ー
,
一

皆"

覆 

障)

と
名
づ
け
て
の
出
家
や
死
の
直
前
ま
で
到
っ
た
凄
ま
じ
い
苦 

行
と
い
っ
た
成
道
以
前
の
逸
話
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
秋
霜
烈 

日
の
苛
烈
さ
、
果
断
さ
を
秘
め
て
い
る
。

阿
難
は
そ
の
人
格
に
圧
倒
さ
れ
る
あ
ま
り
、
「
獰
弱
怯
劣
」
の
自 

分
を
顧
み
、
釈
尊
の
侍
者
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
教
言
の
記
憶
者
で 

あ
る
こ
と
に
自
足
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㉔

『
智
度
論
』

は
阿
難
の
未
離
欲
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て 

い
る
。

⑴

阿
難
は
諸
の
弟
子
衆
の
中
で
多
聞
第
一
で
あ
る
こ
と
を
そ
の 

本
願
と
し
た
。

⑵

阿
難
は
種
々
の
経
を
聴
き
持
誦
し
利
観
し
た
が
た
め
に
智
慧 

多
く
、
心
を
摂
す
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。

⑶

阿
羅
漢
果
を
得
れ
ば
世
尊
と
遠
く
離
れ
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
、
 

世
尊
に
供
養
供
給
す
る
こ
と
を
貪
っ
て
、
 

阿
羅
漢
果
を
得
る
こ 

と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
え
て
取
ら
な
か
っ
た
。

⑷

処
(

耆
闍
崛
山)

と

時(

仏
滅)

と

人(

婆

耆

子(
<

5:
电

？
))
 

㉕

と
が
合
し
な
か
っ
た
。

⑸

前
世
の
福
徳
が
無
量
の
た
め
、
世
々
王
族
の
出
身
で
容
貌
が 

端
正
無
比
で
あ
り
、
余
人
ほ
ど
世
法
を
厭
う
こ
と
が
な
く
、
世 

尊
の
近
親
で
あ
り
、
常
に
世
尊
に
侍
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
急
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ぎ
漏
尺
道
を
得
よ
う
と
い
う
意
欲
が
な
か
っ
た
。
 

こ
こ

に
私
は

阿
難
に
お
け
る
モ
ラ
ト
リ
ア
ム(

猶
予
期
間)

を 

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

釈
尊
の
庇
護
の
も
と
で
、
阿
難
は
言
わ
ば
主
体
性
喪
失
、
自
立 

性
放
棄
の
状
態
に
陥
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仏
言
を 

自
ら
思
惟
し
実
験
す
る
こ
と
を
一
切
放
棄
し
た
の
で
は
な
い
に
し 

ろ
、
 

急
ぎ
漏
尺
智
を
得
よ
う
と
い
う
切
迫
感
も
な
く
、
人
生
の
悲 

し
み
に
出
遇
う
こ
と
は
あ
っ
て
も' 

釈
尊
の
膝
下
と
い
う
帰
る
べ 

㉖
 

き
場
所
、
安
息
の
地
が
た
え
ず
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

釈
尊
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
に
自
立
し
得
な
い
阿
難
は
ま
さ
し
く 

悩
み
の
種
で
あ
っ
た
が
、
釈
尊
は
彼
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
、
彼
を 

理
解
し
、
よ
く
庇
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
阿
難
を 

見
つ
め
る
釈
尊
の
顔
貌
は
、
終
生
晴
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で 

は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
阿
難
を
は
か
ら
ず
も
象
徴
し
て
い
る
の
が
、
釈
尊 

入
滅
に
臨
ん
で
発
し
た
彼
自
身
の
言
葉
で
あ
る
。

彼

は

釈

尊

を

「
わ
た
し
を
憐
れ
ん
で
く
だ
さ
る
わ
が
師
」

と
呼 

ん
だ
の
で
あ
る
。

阿
難
に
と
っ
て
の
釈
尊
は
ど
こ
ま
で
も
庇
護
者
だ
っ
た
の
で
は 

な
か
ろ
う
か
。
釈
尊
を
喪
っ
た
際
の
阿
難
の
動
転
は
、
実
は
庇
護 

者
を
喪
っ
た
悲
し
み
で
は
な
か
つ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
庇
護
者
釈
尊
を
喪
っ
た
阿
難
を
襲
っ
た
最
大
の
試
練 

が
、
実
に
摩
訶
迦
葉
に
よ
る
教
団
か
ら
の
放
擲
で
は
な
か
っ
た
の 

だ
ろ
う
か
。

摩
訶
迦
葉
の
仕
打
ち
に
対
し
て
阿
難
は
屈
辱
の
あ
ま
り
悲
泣
し 

な
が
ら
、

我
二
十
五
年
。
随
コ
侍
世
尊

供
コ
給
左
右"

未
ー
ー
ー
曾
得
ー
ー
如
レ
是 

苦

悩

『
仏
実
大
徳
慈
悲
含
忍
。

(

『
智
度
論
』
巻
二/

大
正
蔵
一 
ー
五
・
六
ハ
・3) 

と
、
「
釈

尊

さ

え

存

命

な

ら

ば

こ

ん

な

目

に

は

」
と
言
わ
ん
ば 

か
り
の
想
い
を
懐
く
の
で
あ
る
。

結
果
的
に
は
阿
難
は
、

こ
の
試
練
を
歴
て
廓
然
大
悟
し
て
仏
典 

の
結
集
に
参
加
し
、
釈
尊
亡
き
後
の
教
団
の
主
導
的
役
割
を
荷
な 

う
の
で
あ
る
が
、 

そ
れ
は
ま
た
後
の
話
で
あ
る
。

見

仏
!

仏
弟
子
阿
難
の
誕
生!
—

再

び

視

点

を

『
大
経
』
の
会
座
に
戻
す
と
、
「
今
日
世
尊 

諸
根 

悦
予
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に' 

釈
尊
は
こ
の
時
、
全
存
在
を
挙
げ 

て
歓
喜
し
て
い
る
。

釈
尊
の
諸
根
悦
予
は
、
実
は' 

阿
難
に
相
応
す
る
法
を
説
く
時 

が
来
た
こ
と
へ
の
歓
喜
に
他
な
ら
な
い
。

阿
難
は
、

こ
の
釈
尊
の
歓
喜
の
相
に
撃
た
れ
驚
き
、
そ
し
て
い

31



ぶ
か
し
み
、
今
や
未
曾
有
の
法
へ
の
期
待
に
胸
を
震
わ
せ
て
い
る
。
 

そ
こ
に
は' 

ま

さ

し

く

「
願
楽
欲
聞
」

の
意
欲
を
も
っ
て' 

全
身 

こ
れ
耳
に
し
て
説
法
を
待
つ
阿
難
の
姿
が
あ
る
。

こ
の
時
、
阿
難
の
中
で
、
釈
尊
の
意
味
は
明
ら
か
に
変
化
し
て 

い
る
。

阿
難
に
お
け
る
釈
尊
は
、
も
は
や
青
年
の
日
よ
り
崇
敬
し
侍
し 

て
き
た
偉
大
な
従
兄
悉
達
多
で
は
な
く
、
三
昧
の
中
で
弥
陀
を
念 

じ

、

い
ま
や
そ
の
本
願
を
説
か
ん
と
し
て
い
る
人
類
の
教
主
、
世 

尊
釈
迦
牟
尼
仏
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

実
在
の
釈
尊
に
仮
託
し
て
想
い
の
中
で
構
築
し
た
釈
尊
像
、
自 

ら
の
理
想
を
無
意
識
裡
に
投
影
し
た
に
過
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら 

ず

、
時
に
は
反
発
し
、
時
に
は
迎
合
し
、

つ
い
に
は
従
属
し
た
釈 

尊
像
か
ら
、
阿
難
は
こ
の
時
初
め
て
自
由
に
な
り
、
文
字
通
り
仏 

陀
と
し
て
仰
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
阿
難
に
お
け
る
内
的
転
換
を
象
徴
す
る
も
の
が
、
 

今
—
日
世
尊 

住
二 

奇

特

法

一

今

—
日
世
雄 

住
二 

仏
所 

住

一

今

—
日
世
眼 

住
二 

導

師

行

一

今

—
日
世
英 

住
二 

最

勝

道

一

今

—
日

天
尊

行
一-

如
来
徳
一

(
「
教
巻
」
所

引

『
大
経
』/

定
親
全1
— 
ー
ー
頁) 

と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
五
徳
現
瑞
で
あ
り' 

就
中 

今
日
世
雄
住
仏
所
住
住
一
一
普
等
三
昧
一
能
制
ー
一
衆
魔
雄
健

天
一
故 

(

「
教
巻
」
所

引

『
述
文
賛
』/

定
親
全1
— 
一
四
頁) 

と

説

か

れ

る

「
普
等
三
昧
」
、
す

な

わ

ち

「
大
寂
定
」
弥
陀
三
昧
で 

あ
る
。

こ
の
大
寂
定
弥
陀
三
昧
の
中
で
、
釈
尊
は
静
か
に
、
仏
陀
が
仏 

陀
た
る
所
以
・
根
源
で
あ
る
弥
陀
の
本
願
を
念
じ
、
そ
の
開
示
の 

時
を
待
っ
て
い
る
。

阿
難
は
こ
の
釈
尊
の
念
仏
三
昧
、
憶
念
阿
弥
陀
仏
三
昧
の
相
を 

「
仏
々
相
念
」
、

去

来

現

仏

仏

仏

相

念 

得
也
無
ー
ー
ー
今
仏
念
ー
ー
諸
仏
一 

邪 

(

「
教
巻
」
所

引

『
大
経
』/

定
親
全1
— 
ー
ー
頁) 

と
捉
え
て
い
る
。

阿
難
の
こ
の
表
白
は
、
阿
難
に
初
め
て
念
仏
——

仏
意
を
憶
念 

す
る
こ
と
が
成
り
立
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
に
、
績
年 

と
も
に
過
ご
し
て
き
た
師
弟
の
間
に
、
初

め

て

「
相
念
」
——

互 

い
に
念
じ
合
う
こ
と
が
成
り
立
っ
た
の
で
あ
る
。

思
え
ば
阿
難
は
、
釈
尊
の
憐
愍
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を 

裏
切
り
続
け
て
き
た
弟
子
で
あ
っ
た
。

『
遊
行
経
』

の
伝
え
る
、

仏
告
ー
一
阿
難7

諸
有
レ
修
一
ー
四
神
足
一
多
修
習
行
。
常
念
不
レ
忘
。
 

在
ー
ー
意
所
欲"

可
レ
得
一
一
不
レ
死
一
劫
有
余
『
阿
難
。
仏
四
神
足 

已
多
修
行
。
専
念
不
レ
忘
。
在
ー
ー
意
所
欲
『
如
来
可
レ
止
ー
ー
ー
劫
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有

余

『

為
レ
世
除
レ
冥
多
レ
所
一
ー
饒
益
『 

天
人
獲
レ
安
。
爾
時
阿 

難
黙
然
不
レ
対
。

如
レ
是
再
三
。

又
亦
黙
然
。

是
時
阿
難
為
レ 

魔
所
レ
蔽
矇
矇
不
レ
悟
。
仏
三
現
レ
相
。

而
不
レ
知
レ
請
。
仏
告
ニ 

阿

難

『
宜
レ
知
。
是
時
阿
難
承
一
一
仏
意
旨
『
 

即
従
レ
座
起
礼
レ
仏 

而
去
。 

(
『
長
阿
含
経
』
巻
二/

大
正
蔵
一
・
一
五1
)
 

と
い
う
逸
話
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

釈
尊
は
は
入
滅
の
直
前
、(

阿
難
を
憐
れ
む
が
ゆ
え
に)

仏
身
の 

久
住
を
三
度
ほ
の
め
か
し
た
。

そ
の
釈
尊
に
対
し
て
、
悪
魔
に
心 

を
奪
わ
れ
た!
1

釈
尊
の
死
を
予
感
し
た
不
安
の
余
り
、
阿
難
が 

軽
い
心
神
喪
失
の
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
の
隠
喩
と
思
わ
れ
る
——

 

が
ゆ
え
に
、
阿
難
は
そ
の
久
住
を
要
請
せ
ず
、
そ
の
た
め
釈
尊
は 

三
カ
月
後
の
入
涅
槃
を
決
心
し
た
の
で
あ
る
。
(

こ
の
こ
と
に
よ 

っ
て
阿
難
は
後
に
摩
訶
迦
葉
の
指
弾
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、

こ 

の
こ
と
か
ら
摩
訶
迦
葉
の
叱
責
を
、
阿
難
が
仏
意
を
知
ら
ざ
る
こ 

と
、
す

な

わ

ち

「
見
仏
の
善
根
を
種
え
ざ
る
」
重
罪
に
対
す
る
指 

弾
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る)

こ
の
よ
う
に
釈
尊
を
裏
切
り
続
け
て
き
た
阿
難
が
、

こ
の
時
初 

㉛
 

め
て
仏
の
聖
旨
を
承
け
て
念
仏
す
る
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
、
阿
難
に
よ
る
見
仏
——

そ
れ
は
や
が 

て
、

「
智
慧
段
」

に
お
け
る
阿
難
の
致
請
、

弥
陀
の
光
照
へ
と
展 

開
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
——

は
、

「
去
・
来
・
現
の
仏
、

仏
と

仏
と
相
念
じ
た
ま
え
り
」
と
い
う
阿
難
自
身
の
所
見
や
、

「
東
方 

偈
」

の
、

如
来
智
慧
海
深
広
無
ー
ー
涯
底
一
二
乗
非
レ
所
レ
測 

唯
仏 

リ
カ
ー
ー
リ
下
へ
リ

独

明

了
 

(
真
聖
全I
——

二
七
頁) 

と
い
う
文
か
ら
、
阿

難

が

未

来

の

仏

で

あ

る

こ

と

の

「
授
記
」
と 

し
て
の
意
味
を
も
っ
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
見
仏
に
よ
る
真
の
仏
弟
子
阿
難
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
時
、
阿
難
が
発
し
た
問
い
の
持
つ
意
味
は
、
彼
自
身
に
は 

必
ず
し
も
自
覚
的
で
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

こ
の
問
い
を
発
す
る
に
至
る
阿
難
の
内
面
に
は
、
 

あ 

た
か
も
法
然
が
、

お
よ
そ
仏
教
お
ほ
し
と
い
へ
ど
も
、
詮

ず

る

と

こ

ろ

戒

・
定 

,

慧
の
三
学
を
ば
す
ぎ
ず
。
(

中
略)

し
か
る
に
わ
が
こ
の 

身
は
、
戒
行
に
お
い
て
一
戒
を
も
た
も
た
ず
、
禅
定
に
お
い 

て
ー
も
こ
れ
を
え
ず
、
智
慧
に
お
い
て
断
惑
証
理
の
正
智
を 

え
ず
、
(

中
略)

か
な
し
き
か
な
か
な
し
き
か
な
、

い
か£
 

せ
ん
い
か£

せ
ん
。

こ
ゝ
に
わ
が
ご
と
き
は
、
す

で

に

戒

・
 

定

・
慧
の
三
学
の
う
つ
は
物
に
あ
ら
ず
、

こ
の
三
学
の
ほ
か 

に
わ
が
心
に
相
応
す
る
法
門
あ
り
や
。
わ
が
身
に
た
へ
た
る 

修
行
や
あ
る
と
、

よ
ろ
づ
の
智
者
に
も
と
め
、
も
ろ
も
ろ
の 

学
者
に
と
ぶ
ら
ふ
し
に' 

お
し
ふ
る
人
も
な
く'

し
め
す
と
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も
が
ら
も
な
し
。

し
か
る
あ
ひ
だ
、
な
げ
き
な
げ
き
経
蔵
に 

い
り
、
か
な
し
み
か
な
し
み
聖
教
に
む
か
ひ
て
ゝ
て
づ
か
ら 

身
づ
か
ら
ひ
ら
き
て
見
し
に
、

(

『
和
語
燈
録
』
巻
五/

真
聖
全
ド
ー
六
七
九
〜
ハ
〇
頁) 

と
、
自
ら
の
求
道
の
歴
程
を
表
白
し
た
の
と
同
様
に
、
自
身
に
相 

応
し
た
法
門
を
求
め
て
の
苦
闘
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

法

然

は

自
ら

を

三
学

の

器

に

あ
ら

ざ

る

「
愚
痴
の
法
然
房
」
と 

歎
い
た
。

阿
難
自
身
必
ず
し
も
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
阿
難
も 

ま
た
同
じ
歎
き
を
も
っ
て
釈
尊
の
会
座
に
連
な
っ
て
い
た
の
で
は 

な
い
だ
ろ
う
か
。

阿
難
は
、
韋

提

希

と

と

も

に

『
観
経
』

の
王
宮
会
に
列
な
り
、
 

そ
の
対
告
衆
と
し
て
釈
尊
よ
り
こ
の
経
の
受
持
流
通
を
付
嘱
さ
れ 

て
い
る
。

ゲ
下
ハ
ク 

-- 

ノ
ヲ
バ
ケ

仏
告
ー
ー
阿
難
『
此
経
名
一
一
観
極
楽
国
土
無
量
寿
仏
観
世
音 

菩
薩
大
勢
至
菩
薩―

亦
名
ニ
浄
除
業
障
生
諸
仏
前
『
汝
当
一
一
受 

メ 

カ
ル
ム
ル
コ 

セ 

ゲ
下
ハ
ク 

ニ
 

ク
テ 

ノ 

ヲ 

持
無
匸
令
一-

忘

失

『(

中
略)

仏
告
ー
ー
阿
難
ッ 

汝
好
持
ー
ー
是
語" 

持
ー-

是
語
一
者
、
即
是
持
ー
ー
無
量
寿
仏
名
『

(

真
聖
全I
——
六
六
頁) 

こ
の
事
実
を
私
は
、
阿
難
が
単
な
る
経
典
の
記
録
者
、
伝
承
者 

と
し
て
で
は
な
く
、
阿
難
自
ら
が
浄
土
を
欣
慕
し
て
定
散
二
善
を

修

し

、
仏
の
名
を
称
す
る
実
践
を
通
し
て
こ
の
経
を
受
持
し
た
と 

い
う
、
阿

難

自

身

の

求

道

の

歴

程

の

象

徴

と

見

る
こ

と

が

で

き 

る
。そ

の
よ
う
な
阿
難
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
よ
く
自
己
の
実
存
を
賭 

し
て
問
い
を
発
し
た
の
で
あ
る
が
、
阿
難
の
味
わ
っ
た
苦
悶
は
、 

時

代

・
社

会

形

態

・
民

族

・
出

自

・
性

別

・
思
想
信
条
、
そ
し
て 

聖
俗
を
超
え
て
、

「
凡

愚

・
群
萌
」
と
し
て
の
人
類
が
、

等
し
く 

味
わ
っ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
問
い
は
よ
く 

仏
意
に
か
な
い
、
ま
た
個
人
を
超
え
、
よ
く
全
人
類
を
代
表
し
た 

意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
釈
尊
は
、

善
哉
阿
難 

所
一
一
問
一
甚
快 

発
ー
ー
深
智
慧
真
妙
弁
才
一
愍
コ 

念 

衆
生
一
問
ー
ー
斯
慧
義
一(

中
略)

今
所
一
一
問
一
者
多
ー
ー
ー
所
一
ー
饒 

益
一
開
コ
化
一
切
諸
天
人
民
一

(
「
教
巻
」
所

引

『
大
経
』/

定
親
全I
——

ー
ー
〜
三
頁) 

善

哉

善

哉

汝

今

快

問

善

—
能
観
一
一
察
微
妙
弁
才
一
能 

問
二 

如
来
如
是
之
義一

(

中
略)

又
為
四
哀
二
愍
利
ヨ
楽
諸 

有

情

就
 

能
問
二 

如
来
如
是
之
義
ー

(

「
教
巻
」
所

引

『
如
来
会
』/

定
親
全1
— 
一
三
頁) 

と

「
善
哉
」

「如
是
」

と
印
可
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
 

実
は
こ

の

発

問

に
こ

そ

阿

難

の

存

在

意

義(

出
世
本
懐)

が
あ 

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
業
縁
に
泣
き
、
自
身
の
機
根
を
歎
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い
た
阿
難
な
れ
ば
こ
そ
、
よ

く

『
大
経
』

広
開
の
扉
を
叩
き
得
た 

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

金

子

大

榮

師

は

か

つ

て

「
分
を
尽
く
し
て
用
に
た
つ
」

と
語
ら 

れ
た
が' 

未
離
欲
の
凡
夫
阿
難
は
そ
の
未
離
欲
の
凡
夫
の
ま
ま
で 

問
い
を
起
こ
し
、
そ

の

「分
」

に

お

い

て

『
大
経
』

広
開
の
仏
事 

に
参
画
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
三
学
、
殊
に
持
戒
の
器
に
あ
ら
ざ
る
者
が
自
然
に
仏 

弟
子
の
数
に
加
え
ら
れ
、
そ

の

ま

ま

「
法
器
」(

仏
法
の
器)

と
し 

て
働
き
得
る
道
が
開
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宿
業 

の
身
に
泣

い

た

阿

難
は

初

め
て

「
遠
く
宿
縁
を
慶
」
ぶ
身
と
な
っ 

た
の
で
あ
る
。

阿
難
に
と
っ
て
そ
れ
ま
で
は
皮
肉
で
し
か
な
か
っ
た
自
分
の
名 

が
、

こ
の
時
初
め
て
主
体
的
な
名
告
り
し
て
受
け
と
め
ら
れ
た
の 

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ

こ

に

阿

難

は

名

実

と

も

に

「
ア
ー
ナ
ン
ダ(

歓
喜
す
る
者)

」 

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

〇 

顕
真
実
教!
!

真
実
教
の
歴
史
的
現
前!
—

『
大
無
量
寿
経
』

と
は
、

こ
の
よ
う
な
阿
難
の
釈
尊
と
の
値
遇 

(

遇
教)

の
事
実
と
、
弥

陀

の

本

願

へ

の

帰

命(

帰
本
願)

の
事 

実
と
を
示
す
経
典
な
の
で
あ
る
。

阿

難

は

『
大
経
』

の
会
座
に
お
い
て
、
ま
さ
し
く
自
己
一
人
の 

た
め
に
開
闡
さ
れ
た
法
を
聞
き
、
自
己
一
人
の
た
め
に
涅
槃
に
入 

ら
ざ
る
釈
尊
、
自
己
一
人
が
た
め
の
弥
陀
の
本
願
と
値
遇
し
た
の 

で
あ
る
。

こ

の

よ

う

な

『
大
経
』

の
教
説
の
発
端
と
な
る
師
弟
の
感
応
道 

交
を
語
る
場
面
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
親

鸞

は

「
教
巻
」
引

用

の

『
大 

経
』

以

下

『
如
来
会
』

『
平
等
覚
経
』
『
述
文
賛
』

の
文
を
、
 

爾

者

則

此

顕

真

実

教

明

証

也 

(
定
親
全I
——

一
五
頁) 

と
し
て
真
実
教
開
顕
の
証
文
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
親
鸞
は
こ
れ
ら
の
文
を
真
実
教
の
開
顕
の
明
証
と
読 

む
に
と
ど
ま
ら
ず
、
真
実
教
の
顕
現
の
明
証
と
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
 

親

鸞

は

こ

の

「
顕
真
実
教
明
証
」
を

「真
実
教
を
顕
す
明
証
」 

(

専
修
寺
本)

で
は
な
く
、
あ

え

て

「
顕
真
実
教
の
明
証
」
(

真
蹟 

㉔
 

ヽ
、
、
 

坂
東
本)

と
読
ん
で
お
り
、
そ

こ

に

「真
実
教
が
顕
れ
る
明
証
」 

と
い
う
意
味
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

親
鸞
は
教
理
と
し
て
の
真
実
教
を
開
顕
し
顕
揚
し
よ
う
と
し
た 

の
で
は
な
く
、
凡
愚
の
遇
教
帰
本
願
と
い
う
歴
史
的
事
実
と
し
て 

顕
現
し
現
前
し
た
真
実
教
を
開
顕
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
、

こ

の

「
真
実
教
」

と
は
ま
た
、
論
文
冒
頭
で
ふ
れ
た 

よ
う
に' 

真

実

な

る

如

来(

選
択
本
願)

が
本
願
の
名
号
と
し
て 

衆
生
の
信
に
実
現
し
て
い
る
、
真
如
一
実
の
功
徳
が
行
者
の
身
に
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円
満
具
足
し
て
い
る
と
い
う
成
就
の
事
実
を
示
す
教
え
に
他
な
ら 

な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
時
、
私
は
、
 

夫
顕
二
真
実
教
一
者 

則

『
大
無
量
寿
経
』

是
也

(

定
親
全I
——
九
頁) 

と
い
う
一
文
に
、

「
見
よ
、
今
こ
こ
に
人
類
の
上
に
歴
史
的
事
実
と
な
っ
て
用
ら 

く
真
理
が
あ
る
。

心
あ
ら
ん
者
は
皆
こ
の
経
を
見
よ
」 

と
、
高
ら
か
に
宣
言
す
る
親
鸞
の
声
を
聞
く
想
い
が
す
る
の
で
あ 

る
。

『
大
経
』

は
師
弟
の
邂
逅
と
問
答
を
一
貫
し
た
テ
ー
マ
と
し
て 

い
る
。
序
分
に
お
け
る
釈
尊
と
阿
難
、
正
宗
分
に
お
け
る
世
自
在 

王
仏
と
法
蔵
比
丘
。
親
鸞
が
そ
こ
に
自
分
と
師
法
然
と
の
値
遇
の 

原
光
景
を
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
 

よ
り
大
胆
に
言
え
ば
、
法

然

と

の

値

遇

に

よ

っ

て

「
雑
行
を
棄 

て
て
本
願
に
帰
し
た
」
親
鸞
の
択
法
眼
こ
そ
が
、
真
実
教
と
し
て 

の

『
大
無
量
寿
経
』

を' 

そ

の

証

文

と

し

て

の

「
発
起
序
」
を
見 

出
し
た
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。

お

わ

り

に

以
上
、
仏
教
の
歴
史
に
伝
承
さ
れ
た
阿
難
像
を
手
が
か
り
に
、

阿

難

が

『
大
経
』

の
対
告
衆
で
あ
る
こ
と
の
意
味
を
、
ま
た
親
鸞 

が

『
大
経
』

を
真
実
の
教
と
捉
え
た
こ
と
の
意
味
を
推
究
し
て
き 

た
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
問
題
と
し
て
残
る
の
は' 

そ
の
よ
う
な 

真

実

教

の

開

顕

を

主

題

と

し

た

「教
巻
」

の
冒
頭
に
、
 

謹
按
一
一
浄
土
真
宗
一
有
二
ニ
種
回
向
ー 

ー
ー
者
往
相
二
者 

還
相
就
ー
ー
往
相
回
向
ー
有
ー
一
真
実
教
行
信
証
一

(
定
親
全I
——
九
頁) 

と
い
う
、

い
わ
ゆ
る
真
宗
大
綱
の
文
が
な
ぜ
置
か
れ
る
の
か
と
い 

う
点
で
あ
り' 

阿
難
を
直
接
の
対
告
衆
と

し
て

開
始
さ
れ

た
『
大 

経
』

が
、
な

ぜ

下

巻

「
善
悪
段
」
以
後
、
弥
勒
を
対
告
衆
と
し
て 

展
開
し
て
い
き
、
最
終
的
に
、

り
下
へ
ク 

ニ
 

レ
ラ
ン
テ 

ク!-
ヲ 

ノ
ノ 

ヲ 

7 

仏
語
ー
ー
弥
勒
『 

其
有
卞
得
レ
聞
ー
ー
彼
仏
名
号
へ 

歓
喜
踊
躍
、
 

乃
至
一
念
』

当
レ
知
、
此
人
為
レ
得
ー
ー
大
利
『
則
是
具
ー
ー
足 

無 

上
功
徳" 

(

真
聖
全I
——
四
六
頁) 

と
、
弥
勒
に
付
嘱
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
 

第
一
の
問
題
に
関
し
て
は' 

私
は
こ
こ
で
曾
我
量
深
師
の
、
 

釈
尊
は
十
七
願
の
諸
仏
称
名
の
願
に
応
じ
、
第
二
十
二
願
の 

還
相
回
向
の
弘
誓
に
乗
じ
て
、
此
世
に
興
出
し
、
真
実
之
利 

を
恵
ま
ん
と
欲
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

此
欲
の
字
は
釈
尊
の 

本
願
を
示
す
。
彼

の

『
大
経
』

開
説
は
静
的
に
は
十
七
願
に 

応
じ' 

動
的
に
は
二
十
二
願
に
乗
ず
る
の
で
あ
る
。

全
体
我
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々
は
教
を
静
的
に
見
る
は
不
徹
底
で
あ
る
。
教
は
直
に
教
主 

の
人
格
の
表
現
で
あ
る
。
教
主
の
人
格
を
離
れ
て
存
在
し
な 

い
の
で
は
な
い
か
。

(

「
自
己
の
還
相
回
向
と
聖
教
」/

曾
我
量
深
選
集
皿
— 

一
六
九
頁) 

と
い
う
示
唆
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
真
実
教
を
第
十
七
の
諸
仏
称
名
の
願
、
第
二
十 

二
の
還
相
回
向
の
願
の
、
二
重
の
願
の
成
就
と
し
て
捉
え
て
い
る 

が
ゆ
え
に
、
親

鸞

は

「
教
巻
」
冒
頭
に
二
種
回
向
を
語
る
真
宗
大 

綱
の
文
を
置
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
第
二
の
問
題
に
関
し
て
言
え
ば
、
経
典
の
付
嘱
が
そ
の 

受
持
流
通
の
委
託
で
あ
っ
て
、
弥
勒
菩
薩
が
五
十
六
億
七
千
万
年 

後
の
仏
で
あ
る
こ
と'

『
大
経
』
自
身
が
経
道
滅
尺
の
後
の
特
留
此 

経
止
住
百
歳
を
約
束
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
お
の 

ず
と
そ
の
理
由
も
明
ら
か
に
な
る
か' 

と
も
思
わ
れ
る
。

『
大
経
』

が

「在
世
正
法
像
末
法
滅
の
濁
悪
の
群
萌
斉
し
く
悲 

引
」

し
て
阿
難
を
そ
の
直
接
の
対
告
衆
に
選
び' 

そ
れ
を
通
し
て 

全
人
類
の
救
済
の
道
を
開
く
と
い
う
使
命
を
持
っ
た
経
典
で
あ
る 

が
ゆ
え
に
、
凡
夫
で
あ
る
阿
難
に
で
は
な
く
、
未
来
仏
で
あ
る
弥 

勒
菩
薩
に
こ
そ
そ
の
流
通
を
託
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な 

い
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
今
後
の
詳
細
な
検
討
を
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

最
後
に
、
「
龍
樹
讃
」

に
よ
っ
て
、
『
大
経
』

の
利
益
、
本
願
念 

仏
の
利
益
を
讃
嘆
し
つ
つ
、
本
論
文
の
筆
を
擱
く
こ
と
と
す
る
。
 

一
切
菩
薩
の
ゝ

た
ま
は
く
わ
れ
ら
因
地
に
あ
り
し
と
き 

無

量

劫

を

へ

め

ぐ

り

て

万

善

諸

行

を

修

せ

し

か

ど 

恩

愛
は

な

は

だ

た
ち

が

た

く

生

死

は

な

は

だ

つ

き

が

た

し 

念

仏

三

昧

行

じ

て

ぞ

罪

障

滅

し

度

脱

せ

し

(

傍
点
筆
者
・
『
高
僧
和
讃
』/

定
親
全
“
-

和
讃
篇
—
七
九
〜
ハ
〇
頁)

註

① 

巻

三
(

大
正
蔵
二
五
・
ハ
三
・
シ
〜3

参
照
。

②
 

『
超
世
経
』
巻

十
(

大
正
蔵
一
・
三
六
四;

〜
む)

、
『
超
世
因 

本
経
』
巻

十
(

同
四
一
九
・
匕)

参
照
。

③
 

こ
の
他
に
、
提
婆
を
釈
尊
の
太
子
時
代
の
妻(

北
伝
で
は
耶
輸
陀 

羅(7
は
。5：
も
品)
)

の
弟
と
す
る
伝
承(

南
伝
系)

も
あ
る
が
、
詳 

し
く
は
岩
本
裕
著
『
仏
教
説
話
』
等
を
参
照
の
事
。

④
 

巻

三
(

大
正
蔵
二
五-

八
三
・
む
〜
ハ
四;

)

参
照
。

⑤
 

『
智
度
論
』
巻

三
(

同
右
八
三;
)

@
 

同
右
巻
二(

同
右
六
ハ
・〇

!〜

わ)

参
照
。

⑦ 

「
序
分
義
」(

真
聖
全1
——
四
六
四
頁)

⑧
 

『
智
度
論
』
巻

二
(

大
正
蔵
一 
ー
五
ニ
ハ
九;
)

⑨ 

同
右
巻
三(

同
右
八
三;
)

⑩ 
⑪

「
序
分
義
」(

真
聖
全1
—
四
七
〇
頁)

⑫

『
成
唯
識
論
』
巻

四
(

大
正
蔵
三
一1

一
ニ
，"〇
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⑬

同

右
(

同
右
ニ
ニ
・
む)

⑭

提
婆
が
釈
尊
に
要
求
し
た
五
事
の
内
容
に
関
し
て
は
諸
文
献
の
伝 

承
に
異
同
が
あ
る
た
め
、
今

は

『
小
品
』
第

七

「
破
僧
健
度
」(

南 

伝
大
蔵
経
四
・
三
〇
二)

に
よ
る
。
五
事
の
内
容
の
異
同
に
関
し
て 

は
赤
沼
智
善
編
『
印
度
仏
教
固
有
名
詞
辞
典
』
「
提
婆
達
多
」
の
項
目 

を
参
照
の
事
。

⑮
 

『
増
一
阿
含
経
』
巻
四
十
七
「
放
牛
品
」(

大
正
蔵
二
・
ハ
〇
二
・
 

匕
〜
ハ
〇
四;
)

、
『
五
分
律
』
巻
二
十
五(

同
ニ
ニ
・
ニ
ハ
四
・
 

み
〜
。)

、
『
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
破
僧
事
』
巻

十
(

同
一
一
四
・
一
四 

七
:

〜
一
四
ハ
・
ビ

『
智
度
論
』
巻

十

四(

同
一
一
五
・
一
六
四 

・
。
〜
一
六
五
・3)
、
『
小
品
』
第

七

「
破
僧
捷
度
」(
南
伝
大
蔵
経 

四

・
二
ハ
四
〜
三
一 

ー)

等
参
照
。

⑯
 

『
増
一
阿
含
経
』
巻
四
十
七
「
放
牛
品
」(

大
正
蔵
二
・
ハ
〇
四
・
 

3

、
『
出
曜
経
』
巻
二
十
五(

同

四

・
七
四
四
・5

『
智
度
論
』
巻 

十

四
(

同
一
一
五
・
一
六
五
・3

等
参
照
。

⑰
 

「
『
教
行
信
証
』
教
巻
聴
記
」(

安
田
理
深
選
集

XV
・
下
—

ニ
ー
ハ 

〜
九
頁)

取
意

⑱
 

『
歎
異
抄
』(

定
親
全"

—
三
七
頁)

⑲
⑳
 

『
唯
信
鈔
文
意
』
専
修
寺
本(
定
親
全
皿
・
和
文
篇
— 

一
六
ハ 

頁)

㉑
 

「
証
巻
」
「
群
萌
」
の
左
訓(

定
親
全1
— 
一
九
五
頁) 

㉒

『
尊
号
真
像
銘
文
』
広

本(
定
親
全
皿
・
和
文
篇
— 

ー
ー
七
頁)

・
 

『
一
念
多
念
文
意
』(

同
一
四
四
頁)

㉓
 

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
「
易
行
品
」(

真
聖
全I 
—

二
五
三
頁) 

㉔

巻

三
(

大
正
蔵
二
五
・
ハ
三;

〜
匕)

㉕
 

阿
難
の
大
悟
に
は
、
『
智
度
論
』
の
伝
え
る
結
集
の
座
か
ら
の
追

放
と
は
ま
た
別
の
伝
承
が
あ
る
。
ク
シ
ナ
ガ
ラ
に
お
い
て
仏
典
の
結 

集
を
思
い
立
っ
た
摩
訶
迦
葉
は
、
当
初
有
学
未
雖
欲
の
阿
難
が
結
集 

に
加
わ
る
こ
と
を
快
く
思
わ
な
か
っ
た
が
、
他
の
比
丘
達
の
と
り
な 

し
に
よ
っ
て
阿
難
は
参
加
を
認
め
ら
れ
た
。
阿
難
は
結
集
の
地
王
舎 

城
に
向
う
途
上
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー(

あ
る
い
は
金
剛
村)

に
お 

い
て
大
衆
の
要
請
に
応
じ
て
、
有
学
未
雖
欲
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら 

ず
説
法
を
し
た
。

そ
の
こ
と
に
心
を
痛
め
た
跋
耆
子 
(

く
丄
占
存!̂
 

金
剛
子)

の
忠
告
に
よ
っ
て
、
阿
難
は
独
り
静
処
に
赴
き
禅
定
し
、
 

大
悟
の
後
結
集
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。(
『
中
阿
含
経
』
巻

ハ
(

大 

正
蔵
一
・
四
七
四
・
。
〜
四
七
五
・3)
、
『
四
分
律
』
巻
五
十
四 

(

同
ニ
ニ
・
九
六
六;

〜
九
六
ハ;
)

、
『
五
分
律
』
巻
三
十(

同 

ニ
ニ
・
一
九
〇
匚
〜
一
九
二;
)

ヽ
『
阿
育
王
伝
』
巻

四
(

同
五 

〇

・
ー
ー
ニ
・
む
〜
ー 

ー
四;

)

等
参
照) 

㉖
 

小
此
木
啓
吾
氏
に
よ
れ
ば
、
現
代
の
「
社
会
的
性
格
」
と
言
え
る 

「
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
人
間
」(

猶
予
期
間
に
あ
る
人
間)

と
は
、
自
分
自 

身
の
実
人
生
に
対
し
て
の
お
客
さ
ま
意
識
、
す
な
わ
ち
当
事
者
意
識 

の
不
在
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。(

『
モ
ラ
ト
リ 

ア
ム
人
間
の
時
代
』(

中
公
文
庫)

参
照) 

㉗

前

掲

『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
』

一
三
六
頁

㉘

『
大
経
』
負

聖

全1
—
五
頁)

㉙

『
如
来
会
』(

同
右
一
ハ
六
頁)

㉚

「
化
身
土
巻
」
引

用

『
智
度
論
』(

定
親
全I
——
三
一 

ー
頁) 

㉛
 

こ
の
こ
と
を
、
「
教
巻
」
引
用
の
『
平
等
覚
経
』
の
文 

世
間
有
二 

仏
一
甚
難
ー
一
得
一
値
一
今
我
作
二
仏-

出
三
於
ー
天
下
一 

若
有
一
ー
ぶ
徳
一
聡
明
善
心 

縁
ー-

知
一-

仏
意-

若
不-
一
妄

在-

仏
辺

侍
ー-

仏
一
也
、
 

(

定
親
全1
— 
一
四
頁)
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は
、
仏
意
を
知
っ
て
忘
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
仏
の
傍
ら
に
あ
っ 

て
仏
に
侍
す
る
こ
と
が
で
き
る-
-

仏
の
傍
ら
に
あ
っ
て
も
、
仏
意 

を
知
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
仏
に
侍
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
——

と
、
 

逆
説
的
に
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
総
序
」(

同
右
七
頁)

@
 

『
専
修
寺
本 

顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
・
上
巻
』(

法
蔵
館)

二 

ー
頁
該
当
箇
所
の
左
訓
参
照
。

㉔

『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』(

法
蔵
館)
1
—
ニ
ニ
頁

@
 

「
後
序
」(
定
親
全1 
—
三
八
一
頁)

@)
「
化
身
土
巻
」(

同
右
三
一
〇
頁)
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