
浄
土
教
に
わ
け
る
懺
悔
道

幡

谷 

明

一

人
間
が
虚
妄
の
生
を
生
き
る
虚
偽
と
邪
悪
に
充
ち
た
存
在
で
あ
る
限
り' 

そ
の
存
在
の
根
源
的
覚
醒
に
は
、

必
然
的
に
回
心
と
い
う
体 

験
が
あ
り
、

そ
の
回
心
に
は
自
身
の
罪
業
の
自
覚
と
し
て
懺
悔
を
伴
っ
て
い
る
。

仏
教
に
お
い
て
、
懺
悔
と
漢
訳
さ
れ
る
言
葉
の
原
語
と
し
て
は
、^

3
1
1
1
3

と

も

8
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卩

す笛
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！ 9
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:

〇:
彖

シ

オ

聲!
^

が
挙
げ
ら
れ 

る
。

一
般
的
に
懺
悔
の
原
語
と
さ
れ
て
い
る
前
者
は
、
自
ら
の
業
苦
に
耐
え
、

そ
の
罪
を
甘
受
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、

そ
れ
と 

と
も
に
、
他
に
対
し
て
自
身
の
罪
業
の
忍
容
を
請
う
と
い
う
意
味
を
内
含
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
自
己
の
罪
を
覆
蔵
な
く 

告
白
し
発
露
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
多
く
の
場
合
懺
悔
発
露
と
熟
語
さ
れ
る
。

そ
の
懺
悔
と
密
接
な
関
わ
り
を
も
つ
も
の
に
慚
愧 

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
慚

(
ー
ー

〇

と

愧

金
第
す
^1̂
?
 

〇9

す
ぎ5
^
)

は
、
 

諸
々
の
悪
不
善
法
を
慚
じ
愧
じ
る
こ
と
で
あ
る
が' 

慚
は
悪
を
自 

己
に
対
し
て
厭
う
こ
と
で
あ
り
、
愧
は
悪
を
他
に
対
し
て
怖
れ
避
け
る
こ
と
と
解
釈
さ
れ
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
懺
悔
と
慚
愧
の
関
係
に 

つ
い
て
、

一
説
に
は
、
懺
悔
に
は
必
ら
ず
罪
業
感
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
慚
愧
に
は
智
徳
の
不
充
分
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
反
省
は
あ 

っ
て
も
必
ず
し
も
罪
業
感
を
伴
う
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
い
う
見
方
が
あ
る
。

し
か
し
、
智

顎

の

『
金
光
明
経
文
句
』
(

大
正
蔵
巻
三
九
・
 

五

九

頁

こ

に

、
懺
は
慚
、
 

悔
は
愧
と
解
説
し
て
お
り
、
『
涅
槃
経
』

梵

行

品
(

大
正
蔵
巻
一 

ー:

四

七

七

頁

〇
-

で
も' 

慚
愧
は
懺
悔
と
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同
一
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
両
者
の
区
別
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

原
始
仏
教
、
小
乗
仏
教
の
教
団
で
は
、
出
家
者
に
対
し
て
二
百
五
十
戒
あ
る
い
は
三
百
戒
と
い
う
厳
格
な
戒
律
が
制
定
さ
れ
、
出
家
者 

は
、

月
二
回
の
布
薩
、
夏
安
居
の
終
り
の
自
恣
に
お
い
て' 

出
家
者
達
の
面
前
で
戒
律
の
遵
守
を
め
ぐ
っ
て
反
省
し
、
制
定
の
罪
を
犯
し 

た
者
は
懺
悔
し
た
こ
と
が
、
律
蔵
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

そ
の
場
合
懺
悔
は
、

一
定
期
間
内
に
お
け
る
破
戒
に
つ
い
て
の
懺
悔
、
所
謂
随 

犯
随
懺
で
あ
り
、
無
始
時
来
の
過
去
を
背
負
え
る
存
在
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
懺
悔
と
は
異
っ
て
い
る
。

出
家
者
の
懺
悔
は
、
本
来
は
僧 

伽
の
堅
持
を
目
的
と
し
た
真
摯
な
自
省
の
態
度
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し' 

そ
こ
に
は
戒
律
の
形
骸 

化

・
懺
悔
の
形
式
化
と
い
う
こ
と
も
恐
ら
く
は
起
こ
り
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
舎
利
塔
を
中
心
と
す
る
在
家
信
者
の
側
か
ら
興
起
し
た
大 

乗
仏
教
は
、
小
乗
仏
教
の
戒
律
主
義
に
対
す
る
批
判
の
意
図
を
も
一
つ
の
要
因
と
し
て
孕
む
も
の
で
あ
っ
た
。

五
戒
あ
る
い
は
十
善
業
と 

い
う
在
家
者
に
お
け
る
基
本
的
倫
理
は
、
出
家
者
の
戒
律
と
は
余
り
に
も
隔
た
り
が
あ
り' 

出
家
者
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
凡
そ
戒
律
の
名 

に
も
価
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
在
家
者
に
と
っ
て
は
、

五
戒
す
ら
遵
守
出
来
な
い
の
が
現
実
の
実
相
で
あ
る
。

そ
こ
で
尚
、
戒 

が
人
間
の
基
本
的
条
件
と
し
て
決
定
付
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
生
存
そ
れ
自
体
を
容
認
し
な
い
も
の
と
し
て
、
却
っ
て
人
間
を
非
人 

間
化
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

大
乗
仏
教
の
最
初
期
に
懺
悔
が
重
要
な
実
践
徳
目
と
し
て
説
か
れ
た
こ
と
は
、
 

今
日
汎
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

例
え
ば
、
後

漢

・
安

玄

訳

の

『
法
鏡
経
』(

大
正
蔵
巻
一
ニ
・
一
八
頁
。)

に
在
家
菩
薩
の
実 

践
行
を
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

是
以
当
稽
首
十
方
諸
仏
、
亦
彼
前
世
求
道
所
行
志
願
之
弘
願
者
、

一
切
成
就
仏
法
之
徳
、
以
思
念
之
以
代
其
喜
、
於
是
昼
三
亦
夜
三 

以
誦
三
品
経
事
一
切
前
世
所
施
行
悪
以
日
首
誨
改
往
修
来
。

こ

こ

に

い

う

「
改
往
修
来
」

が
懺
悔
に
当
る
こ
と
は
、
智

顎

の

『
金
光
明
経
文
句
』
(

大
正
蔵
巻
三
九
，
五

九

頁

卫

に

、

「
又
懺
名
修
来 

悔
名
改
往
」
と
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
十
方
諸

仏

の

前
で

昼

夜

六

時

に

『
三
品
経
』

を
読
誦
し
て
、
過 

去
世
か
ら
の
罪
業
を
懺
悔
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、

そ

の

『
三
品
経
』

が

懺

悔

・

随

喜

・
勧
請
に
つ
い
て
説
い
た
経
典
で
あ
る
こ
と
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④
 

は
、
『
舎
利
弗
悔
過
経
』
、

『
郁
伽
長
者
会
』
、

『
大
智
度
論
』

等
の
他
の
諸
経
論
に
よ
っ
て
推
察
さ
れ
て
い
る
。
懺

悔

・

随

喜

・
勧
請
と
い 

う

懺

悔

を

中

心

と

す

る

三

悔(

三
聚)

は
、
後
に
回
向
を
加
え
た
四
悔
、
更
に
発
願
を
加
え
た
五
悔
と
し
て
展
開
し
て
い
る
が
、
大
乗
仏 

教
の
最
初
期
に
、
十
方
諸
仏
思
想
と
関
連
し
て
、
無
始
時
来
性
の
罪
業
に
対
す
る
懺
悔
が
、
重
要
な
実
践
徳
目
と
し
て
説
か
れ
た
の
は
、

⑤
 

そ
れ
ま
で
の
戒
律
に
替
る
も
の
と
し
て
提
起
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

そ
の
懺
悔
を
主
題
と
す
る
経
典
と
し
て
は
、

殊

に

『
金
光
明
最
勝
王
経
』
(

大
正
蔵
巻
一
六)

が
有
名
で
あ
る
。

こ
の
経
典
は
、

『
般
若 

経
』

や

『
法
華
経
』

等
と
も
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
が
、

そ
の
中
心
は
、

夢

見

金

鼓

懺

悔

品(

四
ー 

ー
ー
四
一
三
頁)

に
あ
る
。

そ
こ
で 

は
夢
中
に
金
鼓
の
懺
悔
の
音
声
を
聞
い
て
罪
業
を
発
露
し' 

そ
れ
に
よ
っ
て
罪
業
の
浄
化
さ
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
讃
嘆 

品
で
は
、

そ
の
懺
悔
も
宿
世
に
お
け
る
如
来
の
恩
徳
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、 

更
に
空
品
で
は' 

懺
悔
の
心
に
よ
っ
て
の
み 

一
切
皆
空
の
道
理
は
身
証
さ
れ
る
こ
と
が
顕
わ
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
の
経
典
の
主
題
は
、

一
切
の
行
為
が
懺
悔
の
心
に
お
い
て
な 

さ
れ
る
時
、
そ
れ
が
す
べ
て
仏
道
と
な
る
こ
と
を
示
す
点
に
あ
り' 

懺
悔
を
通
し
て
仏
寿
の
無
量
を
念
持
す
る
念
仏
三
昧
の
徳
を
顕
わ
す 

こ
と
に
あ
る9

こ

の

『
金
光
明
経
』

に
み
ら
れ
る
仏
道
の
成
立
根
拠
が
懺
悔
に
あ
る
と
い
う
思
想
は
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
一
つ
の
底
流 

と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
人
間
存
在
に
つ
い
て
罪
業
感
を
通
し
て
探
深
的
に
究
明
し
た
浄
土
教
に
お
い
て' 

懺
悔
の
問 

題
が
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
か
、
以
下
そ
の
点
に
つ
い
て
窺
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二

『
大
無
量
寿
経
』

下
巻
の
悲
化
段
に
は
、
仏
陀
の
大
悲
に
よ
っ
て
智
見
せ
ら
れ
た
衆
生
に
お
け
る
生
死
流
転
の
相
が
、
貪

，
瞋

，
痴
の 

三
毒
と
、

そ
れ

に
基
づ

く

五

悪

・
五

痛

・
五
焼
と
し
て
、
過
現
未
の
三
世
に
わ
た
る
業
報
・
輪
廻
の
生
々
し
い
状
態
を
通
し
て' 

鮮
烈
刻 

明
に
説
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、

古

訳

の

『
大
阿
弥
陀
経
』

に
お
い
て
最
も
詳
細
に
説
か
れ
て
お
り
、
『
平
等
覚
経
』

を

経

て

『
大
無
量 

寿
経
』

に
至
る
間
に
そ
の
内
容
が
次
第
に
整
備
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ

れ

以

後

の

『
如
来
会
』
、

『
荘
厳
経
』
・
梵

本

・
チ
ベ
ッ
ト
本
等
で
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は
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
の
点
に
お
い
て
、
現
在
そ
の
箇
所
は
中
央
ア
ジ
ア
で
付
加
さ
れ
た
と
見
る
説
が
有
力
で
あ
る
が
、

そ
の 

悲
化
段
の
素
朴
な
教
説
は
、
例

え

ば

『
パ
ー
リ
増
支
部
』

皿

65
に

貪

・
瞋
・
痴
の
一
々
に
つ
い
て' 

ま
た
伽
藍
衆
よ' 

こ
の
貪
心
あ
る
人
は
貪
に
蔽
わ
れ
、

心
把
わ
れ
、
生
物
を
殺
し
、
与
え
ら
れ
ざ
る
も
の
を
取
り
、
他
人
の
妻
と
通 

じ
、
虚
誑
を
語
り
、

ま
た
他
人
に
こ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
を
勧
め
る
。

こ
れ
は
彼
に
長
夜
の
無
益
と
苦
と
を
与
う
。

と
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し'

『
大
阿
弥
陀
経
』
よ

『
大
無
量
寿
経
』

は
、

そ
れ
を
最
大
限 

と
い
っ
て
よ
い
程
に
詳
細
刻
明
に
説
き
明
し
て
い
る
。

そ
れ
が
ま
さ
し
く
阿
弥
陀
の
本
願
に
よ
り
、
釈
尊
の
大
悲
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、

火
宅
無
常
の
世
界
の
現
実
で
あ
る
。
『
大
無
量
寿
経
』

は
、

そ
の
無
有
出
離
之
縁
の
凡
夫
に
、

出 

離
の
要
道
と
し
て
念
仏
往
生
の
道
を
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
大
無
量
寿
経
』

に
お
い
て
、

そ
の
生
死
罪
濁
の
群
萌
は
、

阿
弥
陀
の
本 

願
に
お
い
て
も
、
釈
尊
に
よ
る
本
願
成
就
の
教
説
に
お
い
て
も
、

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
表
さ
れ
て
い
る
。

「
唯
除
」

の
密
意
に
つ
い 

て
は' 

曇
鸞
・
善
導
・
親
鸞
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

そ

れ

は

究

極

的

に

は

「
謗
法
闡
提
回
心
皆
往
」
と
い
う
善 

導

の

『
法
事
讃
』

の
文
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
衆
生
に
お
け
る
回
心
懺
悔
を
通
し
て
の
救
済
の
成
就
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

『
大
無
量
寿
経
』

に
お
け
る
懺
悔
道
と
し
て' 

今
一
つ
注
意
さ
れ
る
の
は
、
悲
化
段
に
続
い
て
説
か
れ
た
智
慧
段
の
教
説
で
あ
る
。

そ 

こ
で
は
罪
福
信
に
よ
る
仏
智
不
思
議
の
疑
惑
の
た
め
、

五
百
年
の
間
に
わ
た
っ
て
疑
城
胎
宮
に
と
ど
ま
る
胎
生
の
者
に
つ
い
て
、

三
宝
を 

見
聞
せ
ず
、
菩
薩
の
法
式
を
知
る
こ
と
が
な
い
と
、
厳
し
く
教
誡
さ
れ
て
い
る
。

不
見
三
宝
は
、
浄
土
の
内
に
在
り
な
が
ら
、
如
来
の
僧 

伽
で
あ
る
浄
土
を
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
状
態
を
象
徴
し
て
お
り
、
菩
薩
の
法
式
を
知
ら
な
い
と
は
、
懺

悔

・
随

喜

，
勧
請
の
福
徳
を
知 

ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
に
仏
智
疑
惑
の
衆
生
に
対
し
て
、

「
識
其
本
罪
、
深
自
悔
責
」
と
説
か
れ
て
お
り
、

厳
し
く
回
心
懺 

悔
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

浄
土
経
典
の
中
で
、
『
観
無
量
寿
経
』

は
、

経

典

自

体

が

「浄
除
業
障
生
諸
仏
前
」
と
い
う
経
典
の
別
名
を
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、

殊 

に
懺
悔
思
想
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
経
典
の
序
分
に
は
周
知
の
王
舎
城
の
悲
劇
が
説
か
れ
、

「
今
向
世
尊
五
体
投
地
求
哀
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懺
悔
、
唯
願
仏
日
教
我
観
於
清
浄
業
処
」

と
請
願
す
る
韋
提
希
の
苦
悩
が
示
さ
れ
、

そ
の
要
請
に
答
え
て
、

「
観

極

楽

国

土-

無
量
寿
仏
・
 

観

世

音

菩

薩

・
大
勢
至
菩
薩
」

の
道
が
明
か
さ
れ
て
い
く
。

こ
の
経
典
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
浄
影
を
始
め
と
す
る
聖
道
の
諸
師
と
、
古 

今
楷
定
し
た
善
導
と
の
間
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
こ
と
は
、

周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
韋
提
希
を
実
業
の
凡
夫
と
決
定
し
、
凡
夫
救
済 

の
法
で
あ
る
念
仏
滅
罪
を
開
顕
す
る
経
典
と
領
受
し
た
善
導
に
よ
る
と
、

こ
の
経
典
の
底
流
に
懺
悔
の
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
善
導 

の
懺
悔
思
想
に
つ
い
て
は
、

後
に
改
め
て
論
述
す
る
の
で' 

そ
こ
に
譲
っ
て
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
『
観
無
量
寿
経
』

が

「
無
有
慚
愧 

(

下
品
三
生)

」
と
い
わ
れ
る
一
生
造
悪
の
下
品
の
凡
夫
の
救
済
を
説
く
経
典
で
あ
り
、
凡
夫
に
お
け
る
回
心
懺
悔
を
明
ら
か
に
す
る
経
典 

で
あ
る
こ
と
は
説
明
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

無
問
自
説
と
い
う
形
で
釈
尊
の
出
世
本
懐
を
開
顕
し
た
『
阿
弥
陀
経
』

は
、
経

典

中

に

「
一
切
諸
仏
所
護
念
経
」

と
徴
示
さ
れ
て
い
る 

よ
う
に' 

六
方
の
諸
仏
の
念
仏
者
に
対
す
る
証
成
護
念
を
説
く
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
懺
悔
に
つ
い
て
直
接
的
に
説
か
れ
て
は
い
な
い. 

し
か
し
、

そ
の
恒
沙
の
諸
仏
の
勧
励
と
い
う
こ
と
の
上
に' 

そ
の
勧
め
に
よ
ら
な
け
れ
ば
容
易
に
脱
け
切
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
専
修
而 

雑
心
の
機
に
お
け
る
自
力
の
執
心
、
罪
福
信
に
よ
る
仏
智
疑
惑
の
深
さ
を
見
出
し
、

そ
れ
を
主
体
的
に
究
明
し
た
の
は
親
鸞
で
あ
る
。
す 

な
わ
ち
機
法
の
真
実
を
説
く
こ
の
経
典
に
、
第
二
十
願
の
願
意
を
探
り
隠
顕
の
密
意
を
感
得
し
た
の
は
親
鸞
で
あ
る
。

そ
の
鋭
利
な
眼
を 

通
し
て
こ
の
経
典
を
窺
う
時
、

そ
こ

に
諸
々

の
善
本
・
徳
本
と
し
て
自
力
の
念
仏
を
策
励
す
る
者
に
対
し
、
唯
除
と
教
え
て
、
果
遂
の
誓 

い
を
成
就
せ
ん
と
す
る
如
来
の
大
悲
心
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
我
々
に
お
け
る
最
終
的
な
懺
悔
を
要
請
さ
れ 

る
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
浄
土
経
典
に
み
ら
れ
る
懺
悔
思
想
に
つ
い
て
一
瞥
し
た
が' 

浄
土
経
典
に
拠
っ
て
真
宗
を
開
顕
し
た
浄
土
の
祖
師
に
お
い
て
、
 

懺
悔
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
か
、
以
下
そ
の
点
に
つ
い
て
窺
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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三

大
乗
仏
教
の
始
祖
と
い
わ
れ
る
龍
樹
は
、
『
菩
提
資
糧
論
』(

大
正
蔵
巻
三
二
，
五
三
〇
頁̂

、

『
宝
行
王
正
論
』(

大
正
蔵
巻
三
二
・
五
〇
四 

頁

5.
等
に
四
悔
を
挙
げ
て
い
る
。

こ

こ

で

は

『
十
住
論
』

の
主
題
に
つ
い
て
解
明
し
た
易
行
品
の
後
に' 

更
に
そ
の
内
容
を
展
開
す
る 

も
の
と
し
て
説
か
れ
た
除
業
品
・
分
別
功
徳
品
に
つ
い
て
窺
見
す
る
。

除
業
品
は
、
冒
頭
に
阿
惟
越
致
地
す
な
わ
ち
不
退
転
地
の
獲
得
の
道
は
、
易

行

品

に

示

さ
れ

た

憶

念

，
称

名

，
礼
敬
の
み
で
あ
る
か
を 

問
い' 

余
の
方
便
と

し
て

懺

悔-

勧

請

・
随
喜
・
回
向
の
四
悔
を
行
ず
べ
き
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
。

そ
こ
に
余
の
方
便
と
あ
る
の
は
、
 

称
名
念
仏
以
外
の
余
の
手
段
と
も
み
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
念
仏
に
内
含
さ
れ
、
念
仏
か
ら
必
然
的
に
展
開
し
て
く
る
四
悔
を
意
味
す
る
も

⑧

の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
四
悔
の
中
、
懺
悔
が
最
も
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
分
別
功
徳
品(

大
正
蔵
巻
二
六
・
四
ハ
頁3 1

卫 

に
、

問
日
。
汝
但
説
二
勧
請
随
喜
廻
向
中
福
徳
『
何
故
不
レ
説
一
ー
懺
悔
中
福
徳
一
耶
。

答
日
。

於
ー
ー
諸
福
徳
中
—'V

懺
悔
福
徳
最
大
。

除
ー
ー
業
障 

罪-

故
。
得
卞
善
行
ー
ー
菩
薩
道
一
行
二
勧
請
随
喜
廻
向
一
与
ー
ー
空
無
相
無
願
一
和
合
無
右
異
。

と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

そ
し
て
同
品
に
は
、

若
人
欲
レ
得
ー
ー
ー
切
智
慧
不
可
思
議
智
慧
無
礙
智
慧
無
上
智
慧へ

亦
応
卞
如
レ
是
懺
一
ー
悔
罪
業
一
無
レ
所
一
ー
覆
蔵
一
後
不
キ
更
作-

是
故
当
レ
知 

懺
悔
有
一
ー
大
果
報
『

と
も
説
き
、

そ
の
懺
悔
の
殊
勝
性
に
つ
い
て
、

疇

崛

魔
(

羅)

、

阿
闍
世
、

阿
輸
伽
王
の
事
跡
を
例
証
と
し
て
強
調
し
て
い
る
。

そ
れ
に 

よ
っ
て
易
行
品
に
開
顕
さ
れ
た
念
仏
は
、
除
業
品
の
四
悔
、
分
別
功
徳
品
の
懺
悔
の
顕
揚
と
密
接
な
関
連
性
を
有
し
、
念
仏
が
実
に
は
懺 

悔
の
法
で
あ
る
こ
と
が
表
さ
れ
て
い
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
。

龍
樹
を
本
師
と
敬
礼
し
た
曇
鸞
は
、
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』

に
お
い
て
、

『
楞
伽
経
』

に
説
か
れ
た
楞
伽
の
懸
記
に
よ
り
龍
樹
を
讃
仰
し
た
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後

、
我
従
二
無
始
一
循
一
三
一
界
へ
為
二
虚
妄
輪-

所
一
ー
廻
転
『

一
念
一
時
所
レ
造
業' 

足
繫
一
ー
六
道-

滞
ー
ニ
ニ
塗
へ 

唯
願
慈
光
護
一
ー
念
我
へ 

令
二
我
不
マ 

失
ー
ー
菩
提
心
へ

と
自
身
の
罪
業
を
懺
悔
し
て
い
る
。

そ
し
て
次
い
で
、

我
讃
ー
仏
恵
功
徳
音
へ 

願
聞
一
ー
十
方
諸
有
縁
へ 

欲
レ
得
ー
ー
ー
往
二
生
安
楽
一
者 

普
皆
如
レ
意
無
ー
一
障
导
一
所
有
功
徳
若
大
小
、

廻
ー
ー
施
一
切
一 

共
往
生
、
南
ー
ー
無
不
可
思
議
光
ー 

ー
心
帰
命
稽
首
礼

と
仏
徳
を
讃
仰
し
、

一
心
帰
命
願
生
の
志
願
を
表
白
し
て
い
る
。

そ
こ
に
懺
悔
と
讃
嘆
の
必
然
的
関
係
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
 

仏
荘
厳
の
讃
嘆
の
後
と
、
本
書
の
最
末
尾
に
は
、

普
為
”
師
僧
父
母
及
善
知
識
、
法
界
衆
生
断
二
除
三
障
へ 

同
得
”
往
・
生
阿
弥
陀
仏
国
”
、
帰
命
懺
悔
。

と
い
う
偈
が
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

こ

の

文

は

善

導

の

『
往
生
礼
讃
』

の
文
と
同
一
で
あ
り
、
『
往
生
礼
讃
』

に
よ
っ
て
後
代
に
付 

け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

曇
鸞
が
五
濁
無
仏
の
時' 

煩
悩
成
就
の
凡
夫
人
と
い
う
時
機
に
つ
い
て
の
深
い
内
省
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
、

『
浄
土
論
註
』

に
お
い 

て
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
如
来
の
浄
土
の
観
察
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
観
察
体
相
章
で
は
、
如
来
の
真
実
功
徳
に
よ
っ 

て
照
顕
さ
れ
る
不
実
功
徳
に
つ
い
て
、

従
二
有
漏
心
一
生
不
レ
順
一
ー
法
性
『 

所
謂
凡
夫
人
天
諸
善
、
人
天
果
報
、
若
因
若
果
、
皆
是
顚
倒
皆
是
虚
偽
。
是
故
名
一
一
不
実
功
徳!' 

と
示
し
、

二
十
九
種
荘
厳
の
一
々
に
お
い
て
、

そ
の
内
実
を
詳
説
し
て
い
る
。

例
え
ば
、

国
土
荘
厳
の
総
相
と
い
わ
れ
る
清
浄
功
徳
釈
で 

は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

仏
本
所
ヨ
以
起
一
一
此
荘
厳
清
浄
功
徳
一
者
、
見
卞
三
界
是
虚
偽
相
、
是
輪
転
相
、

是
無
窮
相
、

如
一
ー
駅
螳
循
環
一
如
ー
ー
蚕
繭
自
縛
へ 

哀
哉
衆 

生
締
由
此
三
界
顚
倒
不
浄
小
欲
下
置
ヨ
衆
生
於
ー
ー
不
虚
偽
処
ー
於
ー
ー
不
輪
転
処

於
ー
一
不
無
窮
処
一
得
由
畢
竟
安
楽
大
清
浄
処
ー
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そ
こ
に
不
実
功
徳
と
さ
れ
る
衆
生
の
虚
妄
の
生' 

お
よ
び
虚
偽
顚
倒
の
境
界
に
対
す
る
曇
鸞
の
懺
悔
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
曇 

鸞
は
そ
こ
に
立
脚
し
て
、
浄
土
を
建
立
せ
ら
れ
た
如
来
の
大
悲
の
願
心
を
推
求
し
、
真
実
功
徳
の
世
界
で
あ
る
浄
土
の
意
義
を
開
顕
し
て 

い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
曇
鸞
は
、

そ
の
往
生
浄
土
の
行
で
あ
る
五
念
門
に
つ
い
て
、

そ
の
核
と
な
る
讃
嘆
門
釈
で
は
、
 

彼
無
碍
光
如
来
名
号
、
能
破
ー
ー
衆
生
一
切
無
明
一
能
満
一
一
衆
生
一
切
志
願
『 

然
有
一-
称
レ
名
憶
念
一
而' 

無
明
由
存
而
、

不
レ
満
一
ー
所
願
一
者
、
 

何
者
、
由
卞
不
二
如
実
修
行7

与
一
ー
名
義-

不
由
相
続
上
故
也
。

と
述
べ
、
 

不
知
二
身
と
不
淳
不
一
不
相
続
の
心
に
よ
る
不
如
実
修
行
に
つ
い
て
釈
明
し
て
い
る
。

そ
こ
に
示
さ
れ
た
称
名
憶
念
す
る
身
に 

お
い
て
、
内
に
問
わ
れ
る
不
如
実
修
行
の
問
題
は
、

ま
さ
し
く
曇
鸞
に
お
け
る
深
い
懺
悔
を
表
明
し
て
い
る
も
の
と
み
る
こ
と
の
出
来
る 

も
の
で
あ
る
。

曇
鸞
は
更
に
往
生
の
正
機
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
八
番
問
答
に
お
い
て
、

『
大
無
量
寿
経
』

の

第

十

七

，
第
十
八
願
成 

就

文

と

『
観
無
量
寿
経
』

下
々
品
の
文
を
引
用
し
て
い
る
箇
所
で
、

下
々
品
の
引
文
中
に
、

「
当
ー
ー
ー
以
レ
此
償
ー
ー
五
逆
罪
一
也
」
と
い
う
経
文 

に
な
い
割
註
を
付
加
し' 

謗
法
の
者
に
つ
い
て
そ
の
不
生
を
断
言
し
て
い
る
の
は
、
曇
鸞
の
宗
教
的
自
覚
の
厳
し
さ
を
表
顕
し
て
い
る
。
 

そ
の
曇
鸞
を
介
し
て
帰
浄
し
た
道
綽
は
、
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
と
い
う
事
由
と
、

理
深
く
し
て
解
微
と
い
う
理
由
の
二
つ
に
基
づ
い 

て
、
聖
道
の
難
証
と
浄
土 

一
門
の
広
開
を
明
言
し
た
。

そ
れ
は
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
の
真
理
も
教
理
に
と
ど
ま
っ
て
行
証
の
事
実
と
な
ら 

な
い
悲
傷
に
お
い
て
、
正
像
末
の
三
時
に
対
す
る
覚
醒
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。

道

綽

は

そ

の

教

証

と

し

て

『
大
集
月
蔵
経
』(
巻
五
五) 

の
五
箇
五
百
年
説
を
引
用
す
る
が
、

そ

こ

に

「
第
四
五
百
年
、

造
一
一
立
塔
寺

修
レ
福
懺
悔
得
一-
堅

固-

」
と
あ
り
、
経
文
に
な
い
修
福
懺
悔 

と
い
う
語
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
道
綽
と
同
じ
く
慧
鑽
門
下
で
あ
り
三
階
教
の
開
祖
で
あ
る
信
行
も' 

修
福
懺
悔
を
説
い
て
お
り
、
 

破
仏
事
件
に
直
面
し
た
当
時
に
お
け
る
仏
教
徒
の
共
通
の
危
機
感
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
浄
土
教
の
祖
師
に
お
い
て' 

最
も
深
刻
に
懺
悔
を
語
っ
て
い
る
の
は
、
善
導
で
あ
る
。
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四

懺
悔
の
人
と
も
い
う
べ
き
善
導
に
お
い
て
は
、
『
観
念
法
門
』
、
『
法
事
讃
』
、
『
般
舟
讃
』
、
『
往
生
礼
讃
』

の

具

疏-

『
観
経
疏
』

の
本
疏 

の
全
体
に
わ
た
っ
て
、

そ
の
懺
悔
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

就
中
、

殊
に
懺
悔
行
儀
を
組
織
的
体
系
的
に
論
述
し
て
い
る
の
は'

『
往 

生
礼
讃
』

で
あ
る
。
本
書
は
、

六
時
礼
讃
の
通
称
が
表
す
よ
う
に' 

昼
夜
六
時
に
弥
陀
を
讃
詠
し
、
懺
悔
す
べ
き
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
。
 

善
導
は
そ
の
前
序
に
、
専
雑
二
修
の
得
失
を
論
ず
る
筒
所
で'

懺

悔

有

三

一

品

二

要

、

二
略
、

三
広
。

と
、
懺
悔
に
三
種
あ
る
こ
と
を
示
し' 

以
下
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
 

す
な
わ
ち㈠

要
懺
悔
に
つ
い
て
は
、

日
没
礼
讃
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

至
心
懺
悔

南
無
懺
悔
十
方
仏 

願
滅
ニ
ー
切
諸
罪
根-

今
将
ー
ー
久
近
所
レ
修
善
一
回
作
二
自
他
安
楽
因-

恒

願

一

切

臨

終

時

勝

縁

勝

境

悉

現

前 

願
観
ー
ー
弥
陀
大
悲
主
観
音
・
勢
至
・
十
方
尊
一
仰
願
神
光
蒙
ー
ー
授
手
一
乗
ー
ー
仏
本
願
一
生
二
彼
国
「
 

懺
悔
回
向
発
願
已
、

至
レ
心
帰
一
ー
命
阿
弥
陀
仏
一

次
に㈡

略
懺
悔
に
つ
い
て
は' 

中
夜
讃
に
五
悔
を
説
く
箇
所
で
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

至
心
懺
悔
、

自
ー
ー
従
無
始
受
身
来
恒
以
一
ー
十
悪
一
加
一
ー
衆
生
一
不
レ
孝
一
一
父
母
一
謗
二
三
宝
一
造
ー
一
作
五
逆
不
善
業
一
以
ー
ー
是
衆
罪
因
縁

故

妄

想

顚
 

倒
生
一
ー
纏
縛
一
応
レ
受
ー
ー
無
量
生
死
苦
へ
頂
礼
懺
悔
願
滅
除

懺
悔
已
至
レ
心
帰
一
ー
命
阿
弥
陀
仏
一

至

心

勧

請(

乃
至)

、

至

心

随

喜(

乃
至)

、

至

心

回

向(

乃
至)

、

至

心

発

願(

乃
至)
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次
に㈢

広
懺
悔
は
、

日
中
礼
讃
に
説
か
れ
、
『
往
生
礼
讃
』

に
お
い
て
最
も
力
説
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
 

敬
白
。

十
方
諸
仏
、
十
二
部
経
、
諸
大
菩
薩
、

一
切
賢
聖
、

及
一
切
天
龍
ハ
部
、
法
界
衆
生
、
現
前
大
衆
等
、
証
ー
ー
知
我~ 

〇 

発
露 

懺
悔
。
従
二
無
始
一
已
来
、

乃
至
今
身
、
殺
ニ
害
一
切
三
宝
・
師

僧

・
父

母

・

六

親
眷
属
・
善
知
識
・
法
界
衆
生(

不
レ
可
レ
知
レ
数
。
 

と
述
べ' 

殺
生
、
偸
盗
、
邪
心
、
妄
語
、
綺
語
、
悪
口
、
両
舌
、
破
戒
等
の
罪
、
自
作
数
他
の
罪
、
見
作
随
喜
の
罪
に
つ
い
て
説
い
て
い

⑨

る
。
広
懺
悔
は
三
階
教
に
も
類
似
し
た
も
の
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
広
懺
悔
に
お
い
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
 

「
懺
悔
有
二
三
品
；
"

上
中
下
」

と
示
し
て
説
か
れ
た
三
品
の
懺
悔
で
あ
る
。

『
往
生
礼
讃
』

に
説
く
三
品
の
懺
悔
は
、
次
の
よ
う
に
、
『
心
地
観
経
』
巻

三

報

恩

品(

大
正
蔵
巻
三
，
三
四
三
。
丄
ー
ー
〇
四
頁3

所
説
の

三
品
の
懺
悔
と
対
応
し
て
い
る
。

た

だ

『
心
地
観
経
』

は

善

導

滅

後

約

百

年
を

経
て

般

若(

七
三
三
——
ハ
〇
五?
)

が
訳
出
し
た
も
の
で
あ 

リ

『
心
地
観
経
』

に
拠
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
心
地
観
経
』

に
類
す
る
も
の
が
善
導
当
時
す
で
に
存
在
し
、

そ
れ
に
拠
っ
た
と
推
考
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

『
心
地
観
経
』 

若
能
如
法
懺
悔
者 

ー
者
観
事
滅
罪
門 

観
事
滅
罪
有
其
三 

若
有
上
根
求
浄
戒 

悲
涙
泣
血
常
精
懇 

繫
念
十
方
三
宝
所 

長
跪
合
掌
心
不
乱 

唯
願
十
方
三
世
仏

当
依
二
種
観
門
修 

二
者
観
理
滅
罪
門 

上
中
下
根
為
三
品 

発
大
精
進
心
無
退 

哀
感
徧
身
皆
血
現 

幷
余
六
道
諸
衆
生 

発
露
洗
心
求
懺
悔 

以
大
慈
悲
哀
愍
我

『
往
生
礼
讃
』

懺
悔
有
三
品
上
中
下

上
品
懺
悔
者
、
身
毛
孔
中
血
流
、
眼
中
血
出
者
、
名
上
品
懺
悔
。
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我
処
輪
廻
無
所
依 

我
在
凡
夫
具
諸
縛 

我
処
三
界
火
宅
中 

我
生
貧
窮
下
賤
家 

我
生
邪
見
父
母
家 

唯
願
諸
仏
大
慈
尊 

一
懺
不
復
造
諸
罪 

如
是
勇
猛
懺
悔
者 

若
有
中
根
求
戒
者 

涕
涙
交
横
不
覚
知 

発
露
無
始
生
死
業 

滌
除
罪
障
浄
六
根 

我
願
堅
持
不
退
転 

自
未
得
度
先
度
佗 

如
是
精
勤
勇
猛
者 

能
感
三
宝
霊
異
相 

若
有
下
根
求
浄
戒 

涕
涙
悲
泣
身
毛
竪 

対
於
十
方
三
宝
所

生
死
長
夜
常
不
覚 

狂
心
顚
倒
徧
攀
縁 

妄
染
六
塵
無
救
護 

不
得
自
在
常
受
苦 

造
罪
依
於
悪
眷
属 

哀
愍
護
念
如
一
子 

三
世
如
来
当
証
明 

名
為
上
品
求
浄
戒 

一
心
勇
猛
懺
諸
罪 

徧
身
流
汗
哀
求
仏 

願
大
悲
水
洗
塵
労 

於
我
菩
薩
三
聚
戒 

精
修
度
脱
苦
衆
生 

尽
未
来
際
常
無
断 

不
惜
身
命
求
菩
提 

是
名
中
品
大
懺
悔 

発
起
無
上
菩
提
心 

於
所
造
罪
深
慚
愧 

及
以
六
道
衆
生
前

中
品
懺
悔
者
、
徧
身
熱
汗
従
毛
孔
出
、
眼
中
血
流
者
名
中
品
懺
悔
。

下
品
懺
悔
者
、
徧
身
徹
熱
、
眼
中
涙
出
者
名
下
品
懺
悔
。
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至
誠
発
露
無
始
来 

起
於
無
礙
大
悲
心 

已
作
之
罪
皆
発
露 

如
是
三
品
懺
諸
罪 

以
慙
愧
水
洗
塵
労 

諸
善
男
子
汝
当
知 

於
其
事
理
無
差
別

所
有
悩
乱
諸
衆
生 

不
惜
身
命
悔
三
業 

未
作
之
悪
更
不
造 

皆
名
第
一
清
浄
戒 

身
心
俱
為
清
浄
器 

已
説
浄
観
諸
懺
悔 

但
以
根
縁
応
不
同

此
等
三
品' 

雖
有
差
別
、

即
是
久
種
解
脱
分
善
根
人
。
致
使
今
生
敬
法
重
人 

不
惜
身
命
、

乃
至
小
罪
若
懺' 

即
能
徹
心
徹
髄
、
能
如
此
懺
者' 

不
問
久
近
、
 

所
有
罪
障
頓
皆
滅
尺
。
若
不
如
此
、
縦
使
日
夜
十
二
時
、
急
走
、
衆
是
無
益
。
 

若
不
作
者
。
応
知
、
雖
不
能
流
涙
、
流
血
等
、
但
能
真
心
徹
到
者
、

即
与
上 

同
。

善
導
が
そ
の
結
び
に
お
い
て
、

「
雖
不
能
流
涙
流
血
等
但
能
真
心
徹
到
者
即
与
上
同
」

と
述
べ
て
い
る
の
は' 

極
め
て
重
要
で
あ
る
。
 

こ
ゝ
に
厳
粛
極
ま
り
な
い
懺
悔
の
表
白
を
聞
く
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
た
と
え
下
品
の
懺
悔
が
不
可
能
な
者
で
あ
っ
て
も
、
如
来 

の
真
心
が
骨
髄
に
徹
到
し
た
金
剛
心
の
行
人
は' 

無
慚
無
愧
の
身
の
ま
ま
で
懺
悔
す
る
人
と
同
じ
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
懺
悔
の
極
ま
り 

が
あ
る
。

こ

の

『
往
生
礼
讃
』

と
と
も
に
殊
に
注
意
さ
れ
る
の
は
、
『
般
舟
讃
』

の
次
の
讃
偈
で
あ
る
。

誓
願
今
生
順
二
仏
教
一
行
住
坐
臥
専
念
仏
一
切
善
業
併
須
レ
廻 

念
念
時
中
常
懺
悔 

終
時
即
上
一
一
金
剛
台

一
切
時
中
望
レ
西
礼 

表
二
知
凡
聖
心
相
向
ー
仏
知
二
衆
生
心
雑
乱-

偏
教
ー
ー
ー
正
念
住
一
ー
西
方
一
….
:

唯
恨
衆
生
疑
レ
不
レ
疑 

浄
土
対
面
不
一
一
相
忤
一
莫
レ
論
ー
ー 

弥
陀
摂
不
摂
ー
意
在
二
専
心
廻
不
匸
廻:

：
：

得
レ
免
ー
ー
娑
婆
長
劫
難
一
特
蒙
ー
ー
知
識
釈
迦
恩
一
種
種
思
量
巧
方
便 

選
得
二
弥
陀
弘
誓
門
一
一
切
善
業
廻
生
利 

不
レ
如
専
念
ー
ー
弥
陀 

号

一

念

念

称

名

常

懺

悔

人

能

念

レ

仏

仏

還

憶

こ
ゝ
に
、
念
仏
を
懺
悔
と
し
て
捉
え
た
善
導
の
立
場
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
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中
唐
の
仏
教
全
盛
期
に
活
躍
し
た
善
導
の
教
学
が
、
浄
影
を
始
め
と
す
る
諸
師
の
教
学
と
深
い
関
わ
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の 

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
の
懺
悔
に
つ
い
て
は
、
殊
に
智
頷
と
密
接
な
関
連
性
の
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
智
顎
が
天
台
観
法
の 

前
方
便
と
し
て
懺
悔
を
重
視
し
た
こ
と
は
、

『
法
華
三
昧
懺
儀
』
・
『
摩
訶
止
観
』
・
『
小
止
観
』
・
『
敬
礼
法
』

等
に
お
い
て
、

主
と
し
て
龍 

樹

の

『
十
住
論
』

に
基
い
て
懺
悔
の
行
法
を
説
き
、
更

に

事

懺
(

随
事
分
別
懺
悔)

と
理
懺(

観
察
実
相
懺
悔)

——

『
普
賢
観
経
』(

大
正
蔵 

巻
九
・
三
九
二
。
—
三3
 

で
は
、

大

荘

厳

懺

悔-

無
罪
相
懺
悔
と
説
く
一
に
つ
い
て
弁
別
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
善
導 

が
そ
れ
ら
の
こ
と
を
充
々
承
知
し
て
い
た
こ
と
は
、

善

導

の

『
法
事
讃
』

に

規

定

さ
れ

た

諸
法
式
が

智
顎
の
『
法
華
三
昧
懺
儀
』

『
敬
礼 

法
』

の
実
践
行
儀
を
骨
子
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

し
か
し
善
導
の
場
合
、
 

懺
悔
に
事
懺
と
理
懺
を
分
け
る
こ
と
は
な
い
。

た
だ
理
懺
は
事
懺
を
止
揚
し
た
立
場
で
あ
り
、
善
導
に
お
い
て
は
称
名
念
仏
が
事
懺
で
あ 

る
と
と
も
に
、

そ
れ
が
如
来
の
本
願
力
増
上
縁
に
乗
托
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、

そ
の
ま
ま
理
懺
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ 

た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
し
て
そ
れ
が
善
導
に
限
ら
ず
、 

念
仏
そ
の
も
の
の
働
き
で
あ
る
と
領
解
す
る
こ
と
も
可
能
で 

あ
ろ
う
。

以
上
、
行
儀
分
と
い
わ
れ
る
具
疏
に
よ
り' 

そ
の
懺
悔
思
想
の
一
端
に
つ
い
て
窺
っ
て
き
た
。

次

に

本

疏

で

あ

る

『
観
経
疏
』

に
つ
い 

て
、

そ
の
懺
悔
思
想
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

自

身

の

宗

教

的

関
心
に
立
脚
し
て

『
観
無
量
寿
経
』
を
身
読
し
た
善
導
は
、
韋
提
希
の
上
に
実
業
の
凡
夫
の
実
相
を
見
出
し
、
経
の
全 

体
を

一
種

の

救

済

経

典

・
懺
悔
経
典
と
し
て
独
自
な
了
解
を
展
開
し
た
。

善
導
に
よ
れ
ば
、
『
観
無
量
寿
経
』

の
主
題
は
、

無
縁
の
大
悲 

に
よ
る
念
仏
の
衆
生
の
摂
取
不
捨
と
い
う
点
に
見
出
さ
れ
、

そ

れ

を

釈

相

廃

立

・
釈
意
隠
顕
と
い
う
独
特
な
解
釈
で
も
っ
て
開
顕
し
て
い 

る
。

『
観
経
疏
』

に
お
け
る
懺
悔
思
想
に
つ
い
て
は
、

次

の

『
定
善
義
』

の
日
想
観
の
解
釈
を
始
め
と
し
て
随
所
に
そ
の
例
証
を
見
出
す 

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

衆
生
業
障
亦
如
レ
是
。
障
一
ー
蔽
浄
心
之
境7

不
レ
能
レ
令
一
ー
心
明
照
『
行
者
若
見
ー
ー
此
相
即
須
ア
厳
ー
ー
飾
道
場
「
安
ー
ー
置
仏
像つ

清
浄
洗
浴
、
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著
一
一
浄
衣7

又
焼
ー
ー
名
香へ

表
ー
ー
白
諸
仏
一
切
賢
聖
へ
向
一
一
仏
形
像
ハ
現
在
一
生
懺
由
悔
無
始
已
来
、

乃
身
口
意

業

所

造

十

悪

・
五

逆

・
四 

重

・
謗

法

・
闡
提
等
罪
』
極
須
卞
悲
涕
雨
レ
涙
、
深
生
ー
ー
慚
愧7

内
徹
ー
ー
心
髄
へ 

切
レ
骨
自
責
』
懺
悔
已
、
還
如
一
ー
前
坐
法
へ 

安
心
取
レ
境
。
 

境
若
現
時
、
如
レ
前
三
障
尺
除
、
所
観
浄
境
朗
然
明
浄
。
此
名
二
頓
滅
匸
障
也
。:

：
： 

こ
の
日
想
観
の
解
釈
に
見
ら
れ
る
業
障
識
知
に
つ
い
て
の
懺
悔
は
、
定
善
十
三
観
を
貫
通
す
る
も
の
と
い
っ
て
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。
 

と
す
れ
ば
、
 

定
善
十
三
観
は
善
導
に
あ
っ
て
懺
悔
道
の
展
開
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も' 

あ
る
い
は
可
能
で
な
い
か
と 

思
う
。

そ
れ
は
次
の
第
七
華
座
観
の
解
釈
に
お
い
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。

問

耳 

衆
生
盲
闇
、
逐
レ
想
増
レ
労
。

対
レ
目
冥
若-
一
夜
遊
『
遠
標
ニ
浄
境
へ
何
由
可
レ
悉
。
答

耳
 

若
望
一
衆
生
惑
障
動
念
へ
徒
自
疲
労
。
 

仰
憑
二
聖
ヵ
遙
加
へ
致
レ
使
ー
ー
所
観
皆
見
『
云
何
作
法
住
レ
心
而
令
レ
得
レ
見
也
。
欲
ー
ー
作
法
一
者
、
諸
行
者
等
、
先
於
ー
ー
仏
像
前
へ
至
レ
心
懺
ー
ー 

悔
発
ー
ー
ー
露
所
造
之
罪
へ
極
生
ー
ー
慚
愧
へ
悲
泣
流
レ
涙
。
悔
過
既
竟
、

又
心
ロ
請
ー
ー
釈
迦
仏
・
十
方
恒
沙
等
仏
へ 

又
念
ー
ー
彼
弥
陀
本
願
一
言
。
 

弟
子
某
甲
等
、
生
盲
罪
重
、
障
隔
処
深
。

願
仏
慈
悲
、
摂
受
護
念
、
指
授
開
悟
、

所
観
之
境
願
得
一
ー
成
就"

今
頓
捨
ー
ー
身
命
一
仰
属
弥 

陀
:
'  

見
以
不
レ
見
、
皆
是
仏
恩
カ
。
道
一
ー
此
語
一
已
、
更
復
至
レ
心
懺
悔
竟
已
、
即
向
ー
ー
静
処
へ 

面
向-
一
西
方
一
正
坐
跚
趺
、

一
同
ー
一
前
法
『
 

し
か
し
、
最
も
よ
く
善
導
の
懺
悔
思
想
が
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
散
善
義
に
展
開
さ
れ
た
三
心
釈
で
あ
る
。
善
導
は 

弘

願

の

法

を

開

説

さ

れ

た

『
大
無
量
寿
経
』

に
立
脚
し
て
、
要

門

の

教

で

あ

る

『
観
無
量
寿
経
』

の
密
意
を
顕
彰
し
て
い
る
が
、

三
心
釈 

に

お

い

て

も

『
大
無
量
寿
経
』

に
照
し
て
、
解
釈
を
施
し
て
い
る
。

元
来' 

第
十
八
願
の
三
信
と

異
っ
て

一
者
'.
ー
者
・
三
者
と
説
か
れ 

る
三
心
は
、
衆
生
に
お
け
る
宗
教
心
を
確
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
一
者
至
誠
心
の
解
釈
を
通
し
て
、

理

想

主

義

的

・
当
為
的
宗 

教
心
が
吟
味
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
衆
生
に
お
け
る
至
誠
心
が
根
元
的
に
は
虚
仮
雑
毒
の
心
以
外
に
な
く
、
真
実
の
至
誠
心
は
如
来
の
真
実 

心
の
他
に
あ
り
得
な
い
こ
と
が
、
徹
底
し
た
懺
悔
の
立
場
を
介
し
て
釈
明
さ
れ
て
い
る
。

ー
者
至
誠
心
至
者
真
、
誠
者
実
。
欲
レ
明
卞
一
切
衆
生
身
口
意
業
所
修
解
行
、
 

必
須
真
実
心
中
作
。

不
得
外
現
賢
善
精
進
之
相
内
懐
虚 

仮
、
貪
瞋
邪
偽
、
娜
詐
百
端
、
悪
性
難
侵
事
同
蛇
蝎
雖
起
三
業
名
為
雑
毒
之
善
、
亦
名
虚
仮
之
行
、

不
名
真
実
業
也
。
若
作
如
此
安
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心
起
行
者
、
縦
使
苦
励
身
心
、

日
夜
十
二
時
、
急
走
急
作
、
如
炙
頭
燃
者
衆
名
雑
毒
之
善
。
欲
廻
此
雑
毒
之
行
、
求
生
彼
仏
浄
土
者 

此
必
不
可
也
。
何
以
故
、
正
由
彼
阿
弥
陀
仏
因
中
行
菩
薩
行
時
乃
至
一
念
一
刹
那
三
業
所
修
皆
是
真
実
心
中
作
。

凡
所
施
為
趣
求
亦 

皆
真
実
。

善
導
の
三
心
釈
の
真
意
は
、
そ
の
教
言
を
深
く
聞
思
し
た
親
鸞
の
厳
密
な
実
存
的
了
解
に
よ
っ
て
正
し
く
開
顕
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の 

で
あ
る
。
確
か
に
、

「
不
得
外
現
賢
善
精
進
之
相
内
懐
虚
仮
」
と
い
う
至
誠
心
釈
を
、

「
不
レ
得
三
外
現
一
賢
善
精
進
之
相
一
内
懐
ー
ー
虚
仮
一
」
と 

読
ん
だ
親
鸞
の
了
解
は' 

あ
く
ま
で
も
親
鸞
独
自
の
了
解
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

し
か
し' 

そ
れ
が
、
実
に
は
善
導
の
真
意
で 

も
あ
る
こ
と
は
、

至
誠
心
釈
に
お
け
る
機
に
つ
い
て
の
徹
底
し
た
懺
悔
の
表
白
を
熟
読
聞
思
す
る
な
ら
ば
、
充
分
察
知
さ
れ
る
と
こ
ろ
で 

あ
る
。
親
鸞
の
了
解
は' 

い
か
に
も
当
為
的
教
言
と
み
ら
れ
る
善
導
の
解
釈
を
聞
思
す
る
内
観
の
過
程
に
お
い
て
、

そ
こ
に
顕
彰
さ
れ
て 

く
る
善
導
の
懺
悔
に
充
ち
た
真
意
を' 

そ
の
ま
ゝ
表
明
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち' 

「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
じ
て
内
に
虚 

仮
を
懐
く
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
は
、
 

善
導
に
お
け
る
自
戒
の
教
言
で
あ
る
が
、

「
外
に
賢
善
精
進
の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
内
に 

虚
仮
を
懐
き
て
」
と
は
、

そ
れ
を
潜
っ
た
善
導
に
お
け
る
懺
悔
の
表
白
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
善
導
自
身
が
三
心
釈
に
隠
顕
の
あ
る 

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、

至
誠
心
を
真
実
心
と
抑
え
て
経
の
隠
顕
を
確
認
し
た
善
導
は
、

そ
れ
を
解 

釈
し
た
了
解
に
も
ま
た
自
づ
か
ら
隠
顕
の
義
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ー
者
至
誠
心
釈
に
お
け
る
徹
底
し
た
機
の
自
覚
と
、

そ
こ
に
開
示
さ
れ
る
法
蔵
の
願
力
で
あ
る
利
他
真
実
の
対
応
関
係
は
、

そ
の
必
然 

的
展
開
と
し
て
二
者
深
心
釈
に
及
び
、
次
の
二
種
深
信
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ー
者
決
定
深
信
一
ー
自
身
現
是
罪
悪
生
死
凡
夫
、
曠
劫
已
来' 

常
没
常
流
転
、

無
匸
有
一-
出
離
之
縁

二
者
決
定
深
信
卞
彼
阿
弥
陀
仏
四
十
ハ
願
摂
二
受
衆
生
一
無
レ
疑
無
レ
慮
乗
ー
ー
彼
願
カ
ー
定
得
キ
往
生
上 

こ
の
二
種
深
信
に
お
け
る
前
者
の
機
の
深
信
ほ
ど
徹
底
し
て
自
身
に
お
け
る
回
心
懺
悔
を
表
白
し
た
言
葉
は
な
い
。
無
始
時
来
、
未
来 

永
劫
に
か
け
て
無
有
出
離
之
縁
の
存
在
で
あ
る
。

そ
れ
が
現
在
の
こ
の
身
に
お
け
る
実
存
の
内
観
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

15



そ
れ
は
も
は
や
理
性
や
良
心
に
よ
る
自
身
の
内
省
と
は
全
く
質
を
異
に
し
た
宿
業
の
身
の
自
覚
そ
の
ま
ゝ
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の 

宿
業
の
身
が
乗
彼
願
力
の
身
と
し
て
、
如
来
の
摂
取
不
捨
の
大
願
業
力
の
中
に
在
る
。

そ
こ
に
懺
悔
と
讃
嘆
の
悲
喜
交
流
す
る
世
界
が
開 

け
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
こ
に
善
導
に
よ
っ
て
存
在
の
故
郷
と
表
現
さ
れ
た
、
如
来
の
真
実
功
徳
の
世
界
で
あ
る
浄
土 

に
還
帰
す
べ
く
回
向
発
願
し
て
い
く
宗
教
心
が
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
三
者
回
向
発
願
心
と
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
 

二
種
深
信
に
集
約
さ
れ
る
三
心
釈
は
、
求
道
の
歴
程
を
見
事
な
譬
喩
的
表
現
を
も
っ
て
表
し
た
二
河
譬
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ 

こ
に
ー
者
至
誠
心
の
確
認
か
ら
開
か
れ
た
善
導
に
お
け
る
懺
悔
道
の
展
開
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
懺
悔
の
人
で
あ
る
善
導
に
よ
っ
て 

撰

述

さ

れ

た

『
観
経
疏
』

は
、

善
導
の
懺
悔
録
で
あ
り
信
仰
告
白
の
書
で
あ
る
と
い
っ
て
も
誤
り
で
は
な
い
。

『
法
事
讃
』

に
示
さ
れ
た 

「
謗
法
闡
提
回
心
皆
往
」
、

そ
こ
に
懺
悔
の
到
り
着
く
究
極
の
立
場
が
あ
り
、

誓
願
一
仏
乗
と
し
て
真
宗
が
開
顕
さ
れ
る
現
実
的
基
盤
が 

あ
る
。
善
導
に
お
け
る
古
今
楷
定
の
偉
業
は
、
偏
依
善
導
一
師
と
ま
で
讃
仰
し
た
法
然
の
浄
土
宗
独
立
を
介
し
、
親
鸞
に
至
っ
て
大
乗
仏 

教
に
お
け
る
浄
土
真
宗
の
開
顕
と
し
て
果
遂
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
親
鸞
に
お
け
る
懺
悔
道
に
つ
い
て
考
察
す
る 

に
先
立
ち
、
源

信

・
法
然
に
お
け
る
懺
悔
道
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

源

信

の

『
往
生
要
集
』
巻
中
末
に
は
、
正
修
念
仏
を
助
成
す
る
方
法
を
説
く
中
で
、
懺
悔
衆
罪
を
採
収
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
龍
樹 

の

『
智
度
論
』

に
依
っ
て
懺
悔
発
露
の
重
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、

弥
陀
に
対
す
る
懺
悔
を
示
し
た
後
、

『
心
地
観
経
』

に
お
け
る
理
懺 

に
つ
い
て
注
意
し
、
次
の
よ
う
に
問
答
し
て
い
る
。

問
。
真
観
ー
ー
念
仏
一
既
能
滅
レ
罪
。

何
故
更
修
一
ー
理
懺
悔
一
耶
。
答
。
誰
言
ー
一
修
レ
之
。

但
随
一
ー
意
楽
ッ 

何
況
観
一
一
ー
衆
罪
性
空
無
ー
ー
所
有
「
 

即
是
真
実
念
仏
三
昧
。

源
信
の
立
場
は
、

「
若
約
二
人
一
順
レ
機
為
レ
勝
、
若
汎
爾
判
理
懺
為
レ
勝
」
と
い
う
よ
う
に
、
衆
生
の
意
楽
に
随
う
べ
き
こ
と
を
説
き
、
 

必
ず
し
も
理
懺
に
拘
泥
は
し
て
い
な
い
。

そ
し
て
、

「
菩
薩
必
須
昼
夜
六
時
修
一
ー
懺
悔
・
随
喜
・
勧
請
三
事-

」

と

い

う

『
智
度
論
』
の
文
を 

引
用
し
た
後
、

「
五
念
門
中
礼
拝
之
次
応
修
此
事
」
と
述
べ
て
、
三

悔

と

『
浄
土
論
』

の
五
念
門
を
合
糅
し
、
『
十
住
論
』

に
説
か
れ
た
三
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悔
の
文
を
引
用
し
て
い
る
。

そ
の
点
か
ら
源
信
の
懺
悔
思
想
は
主
と
し
て
龍
樹
の
『
智
度
論
』
・
『
十
住
論
』

に
基
づ
き
、

『
心
地
観
経
』 

に
よ
っ
て
理
懺
を
究
極
の
も
の
と
し
な
が
ら
、
事
懺
に
よ
る
滅
罪
・
福
徳
の
修
得
を
も
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

台
嶺
の
巨
匠 

と
し
て
一
大
仏
教
を
究
め' 

恵
心
流
の
開
祖
と
し
て
教
界
の
内
外
に
多
大
な
感
化
を
及
ぼ
し
な
が
ら
、
頑
魯
の
者
と
自
称
し
念
仏
三
昧
を 

事
と
し
た
源
信
で
あ
る
。

そ
の
教
学
の
全
容
を
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
が
、

そ
の
基
底
に
深
い
懺
悔
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
は' 

充 

分
推
察
し
得
る
こ
と
で
あ
あ
る
。

法

然

が

『
往
生
要
集
』

に
引
用
さ
れ
た
善
導
の
就
行
立
信
の
文
を
披
閲
す
る
こ
と
を
機
と
し
て
回
心
し
、
雑
行
を
棄
て
て
正
行
に
帰
し 

た
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

三
学
非
器
と
悲
傷
し
、
十

悪

・
愚
痴
の
身
と
懺
悔
し
た
法
然
は
、
『
選
択
集
』

三

心

章

に

『
観
経
疏
』 

お

よ

び

『
往
生
礼
讃
』

の
三
心
釈
の
全
文
を
引
用
し
て
い
る
が
、

『
往
生
礼
讃
』

に
お
け
る
三
品
の
懺
悔
の
文
、

未

見

の

『
般
舟
讃
』

の 

文

は

『
選
択
集
』

に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。

そ

し

て

『
往
生
要
集
釈
』

で
は
、
『
往
生
要
集
』
助
念
方
法
門
に
説
く
六
法
に
つ
い
て' 

ニ
約
ー
ー
第
五
門
一
者
、
付
レ
之
又
有
レ
六
。

一
方
処
供
具
、

二
修
行
相
貌' 

三
対
治
懈
怠
、

四
止
悪
修
善
、

五
懺
悔
衆
罪
、

六
対
治
魔
事
・ 

此
六
法
中
、
以
一
ー
第
二
第
四
二
門
一
為
ー
ー
往
生
要
へ
第
一
第
三
第
五
第
六
四
門
是
非
ー
ー
往
生
要
つ
故
捨
而
不
レ
取
也
。
 

と
い
っ
て
、
懺
悔
衆
罪
に
つ
い
て
は
無
視
し
て
い
る
。
更
に
法
然
の
著
作
に
お
け
る
三
心
釈
の
引
用
に
し
て
も
、

顕
説
に
み
ら
れ
る
当
為 

的
意
味
で
引
用
さ
れ
て
お
り' 

親
鸞
の
よ
う
に
そ
の
隠
意
を
実
存
的
に
解
読
す
る
こ
と
は
み
ら
れ
な
い
。

し

か

し

『
選
択
集
』

の
掉
尾
に
・ 

今
茲
集
ー
ー
念
仏
要
文
八
剰
述
一
ー
念
仏
要
義
『
唯
顧
ー
ー
命
旨
—'4

不
レ
顧
ー
ー
不
敏
—'4

、
是
即
無
慚
無
愧
之
甚
也 

と
卑
謙
す
る
法
然
の
語
は
、
『
選
択
集
』

を
撰
述
し
た
法
然
の
基
本
的
姿
勢
を
示
す
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

法
然
に
お
い
て
は' 

善 

導
と
同
じ
く
念
仏
が
懺
悔
の
行
で
あ
り
、
念
仏
を
離
れ
て
懺
悔
の
行
は
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
懺
悔
の
語
な
き
懺
悔
の

⑫
 

念
仏
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

で
は
親
鸞
に
お
い
て
、
懺
悔
道
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
、
章
を
改
め
て
窺
う
こ
と
に
し
た
い
。
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五

親
鸞
に
お
い
て
、

よ
き
人
法
然
と
の
値
遇
に
よ
る
唯
ひ
と
た
び
の
回
心
は
、
そ
の
求
道
の
歴
程
の
上
で
決
定
的
意
味
を
も
つ
出
来
事
で 

あ
っ
た
。

回
心
は
、
真
実
と
の
値
遇
を
求
め
て
生
き
る
人
間
に
と
っ
て
、

そ
の
存
在
の
全
て
を
か
け
た
決
断
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
こ 

に
前
念
命
終
後
念
即
生
と
い
う
本
願
の
成
就
に
よ
る
仏
弟
子
の
新
生
が
語
ら
れ
て
い
る
。
賢
者
の
信
を
聞
い
て
生
き
る
愚
禿
の
立
場
は
、
 

し
っ
か
り
と
宿
業
の
大
地
に
根
を
お
ろ
し
、
わ
れ
ら
な
る
群
萌
の
大
地
か
ら
、

一
歩
も
離
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
我
わ
れ
が
親 

鸞
の
著
作
に
お
い
て
見
出
す
の
は
、

そ
の
透
徹
し
た
人
間
凝
視
の
眼
で
あ
り
、
如
来
お
よ
び
師
教
の
光
に
よ
っ
て
照
射
さ
れ
た
人
間
に
お 

け
る
罪
業
の
深
さ
で
あ
る
。

『
教
行
信
証
』

の
信
巻
に
、
親
鸞
は
善
導
の
三
心
釈
を
引
用
す
る
が
、
 

そ
こ
に
独
自
な
読
み
替
え
を
す
る
と
と
も
に
、
自
利
真
実
に
関 

す
る
部
分
は
乃
至
し
て
化
身
土
巻
に
引
用
す
る
と
い
う
厳
密
な
態
度
を
も
っ
て
臨
ん
で
い
る
。

そ
れ
は
親
鸞
に
お
け
る
信
心
の
確
め
の
厳 

し
さ
を
物
語
っ
て
い
る
が' 

親
鸞
の
懺
悔
道
を
考
察
す
る
上
で
、
先
ず
注
目
さ
れ
る
の
は' 

善
導
の
三
心
釈
を
基
底
と
し
て
、
本
願
の
三 

信
を
窃
以
し
た
三
信
釈
で
あ
ろ
う
。
善

導

の
三
心
釈
は

弘
願
の
法
を

説
く
『
大
無
量
寿
経
』

に

立

脚

し

て

『
観
無
量
寿
経
』

に
お
け
る
要 

門
の
三
心
を
解
読
し
、
自
利
と
利
他
の
真
実
を
弁
別
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
親
鸞
は
そ
の
善
導
の
立
場
を
継
承
し
な
が
ら
、
善
導
と
は
逆 

に
善
導
の
三
心
釈
を
基
礎
と
し
て
、

そ
こ
か
ら
本
願
の
三
信
を
推
求
す
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
宿
業
の
身
の
懺
悔
に
お
い
て
法
蔵
の
大
悲 

回
向
の
願
心
を
開
顕
す
る
親
鸞
教
学
の
特
質
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
親
鸞
は
、

一
心
帰
命
の
信
が
我
わ
れ
に
発
起
し
、
 

そ
れ
が
願
生
心
と
し
て
信
そ
れ
自
体
を
自
証
し
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
三
一
問
答
に
お
い
て
開
顕
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
仏
意
釈
の
至
心 

釈
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

仏
意
難
レ
測
、
雖
レ
然
竊
推
ー
ー
斯
心
一 

一
切
群
生
海
、
自
ー
ー
従
無
始
一
已
来
乃
至
今
日
至
ニ
今
時
へ 

穢
悪
汚
染
無
ー
ー
清
浄
心
一
虚
仮
諂
偽
無
二
真 

実

心

『
是
以
如
来
悲
ー
一
憫
一
切
苦
悩
衆
生
海-

於
ー
ー
不
可
思
議
兆
載
永
劫
一
行
二
菩
薩
行
一
時
、

三
業
所
修
一
念
一
刹
那
無
レ
不-
一
清
浄(

無
レ
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不-
一
真心

!
'  

如
来
以
ー
ー
清
浄
真
心
一
成
一
一
就
円
融
無
碍
不
可
思
議
不
可
称
不
可
説
至
徳
一
以
二
如
来
至
心
一
回
ー
ー
施
諸
有
一
切
煩
悩
悪
業
邪
智 

群
生
海"

則
是
彰
ニ
利
他
真
心7

故
疑
蓋
無
レ
雑
。
斯
至
心
則
是
至
徳
尊
号
為
一
ー
其
体
一
也
。

親
鸞
は
こ
こ
で
無
始
時
来
流
転
を
重
ね
来
っ
た
身
の
実
相
に
つ
い
て
の
内
観
を
通
し
、

そ
の
流
転
の
人
生
を
本
願
実
現
の
場
と
し
て
、
 

永
劫
の
修
行
を
積
累
さ
れ
る
法
蔵
の
願
心
と
の
値
遇
を
明
証
し
て
い
る
。

そ

れ

は

ま

さ

し

く

『
大
無
量
寿
経
』

の
嘆
仏
偈
に
、

「
仮
令
身 

止 

諸
苦
毒
中 

我
行
精
進 

忍
終
不
悔
」
と
説
か
れ
た
法
蔵
因
位
の
願
心
が
、

至
徳
の
尊
号
を
体
と
し
て
宿
業
の
身
の
骨
髄
に
ま
で
徹 

到
し
来
る
大
悲
回
向
の
心
を
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
語
り
告
げ
て
い
る
。

仏
意
釈
は
、

そ
の
衆
生
に
お
け
る
懺
悔
と
如
来
に
対
す
る
讃
嘆
と 

の
悲
喜
交
流
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
至
徳
の
尊
号
を
体
と
し
て
生
き
る
金
剛
心
の
行
人
で
あ
る
真
仏
弟
子
に
つ
い 

て
、

誠
知
、
 

悲
哉
、
愚
禿
鸞
、
沈
ー
ー
ー
没
於
ー
ー
愛
欲
広
海
」

迷
ー
ー
ー
惑
於
一
一
名
利
太
山
—'
不
レ
喜
レ
入
一
一
定
聚
之
数
へ 

不
レ
快
レ
近
負
証
之
証7 

可
レ 

恥
可
レ
傷
矣

と
、
悲
喜
の
涙
を
お
さ
え
て
表
白
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

そ
れ
は' 

ま
さ
し
く
師
教
、
そ
し
て
師
教
を
通
し 

て
の
本
願
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
露
わ
と
な
り
、
聞
思
の
道
を
通
し
て
限
り
な
く
深
ま
り
ゆ
き
展
開
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
 

親

鸞

は

『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
本
に
、
専
修
雑
心
と
い
う
二
十
願
の
機
を
問
題
に
し
て'

『
往
生
礼
讃
』

に
依
っ
て
、
 

無
レ
念
ー
ー
報
彼
仏
恩
「
雖
レ
作
一
ー
業
行
一
心
生
一
一
軽
慢
へ
常
与
ー
一
名
利
一
相
応
故' 

人
我
自
覆
不
レ
親
二
近
同
行
善
知
識-

故
、
楽
近
二
雑
縁-

自
ー
ー 

障
障
ー
ー
ー
他
往
生
正
行-

故

と
い
う
四
失
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に
悲
歎
し
て
い
る
。

悲
哉
、
垢
障
凡
愚
、
自
ー
ー
従
無
際
一
已
来' 

助
正
間
雑
、
定
散
心
雑
故
、
出
離
無
二
其
期
『
自
度
ー
ー
流
転
輪
回
ハ
超
一
過
微
塵
劫
〔
叵
レ
帰
ー
ー 

仏

願

力

—'4

叵
レ
入
二
大
信
海"

良
可
ー
ー
傷
嗟-

-1
深
可
一
悲
歎7

真
門
釈
下
の
悲
歎
は' 

別

序

に

「
迷-
一
定
散
自
心
一
昏
一
一
金
剛
真
信
二
と
示
さ
れ
た
浄
土
他
流
の
機
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
 

そ
れ
を
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真
宗
門
徒
と
し
て
悲
歎
せ
ざ
る
を
得
な
い
親
鸞
の
測
り
知
れ
な
い
悲
し
み
の
深
さ
を
表
し
て
い
る
。
親
鸞
が
如
来
の
自
然
の
は
か
ら
い
の 

前
に
徹
頭
徹
尾
問
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
問
題
は
、

人
間
自
力
の
は
か
ら
い
と
い
う
根
源
的
罪
障
で
あ
る
。

そ
れ
は
不
可
思
議 

な
る
如
来
の
願
力
自
然
に
対
し
て
ま
で
、
そ
れ
を
実
体
的
に
思
慮
分
別
し
て
止
ま
な
い
程
に
執
拗
な
も
の
と
し
て
、
身
に
纏
縛
し
て
い
る 

も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
真
実
の
報
土
が
開
示
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
徒

ら

に

辺

地

・

解

慢-

疑
城
胎
宮
と
い
う
方
便
化
土
に
停
滞
し
、
閉
塞 

さ
れ
た
状
態
に
あ
っ
て
無
量
光
明
土
を
憬
仰
す
る
こ
と
の
な
い
凡
夫
の
痛
ま
し
い
状
態
が
あ
る
。
親
鸞
は
そ
の
よ
う
な
状
況
を
深
く
見
据 

え
な
が
ら
、

そ

こ

に

一

途

に

「
念
仏
に
は
無
義
を
も
て
義
と
す
」
と
説
き
、

「
浄
土
宗
の
人
は
愚
者
に
か
え
り
て
往
生
す
」
と
語
る
、

生 

涯
聞
き
習
っ
て
き
た
師
教
に
立
ち
還
り
、
愚
禿
の
大
地
に
徹
し
て
生
き
た
。
深
い
懺
悔
の
思
い
を
含
む
愚
禿
の
名
の
り
は
、
末
法
濁
世
を 

生
き
る
仏
弟
子
の
自
重
に
充
ち
た
名
の
り
で
も
あ
る
。

親
鸞
が
外
な
る
聖
道
門
仏
教
の
頹
廃
と
、
内
な
る
善
鸞
事
件
を

機
縁
と

し
て

著
し
た
『
正
像
末
和
讃
』

の

『
愚
禿
悲
歎
述
懐
』

は
、
善 

導
の
至
誠
心
釈
の
体
解
を
通
し
て
歎
異
の
精
神
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
我
わ
れ
は
仏
弟
子
に
お
け
る
懺
悔
と
批
判
と
祈 

念
を
聞
き
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

ま

た

『
疑
惑
罪
過
和
讃
』

は
、
『
大
無
量
寿
経
』

の
智
慧
段
に
拠
っ
て' 

仏
智
疑
惑
の
罪
過
を
厳
し
く 

教
誡
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
も
親
鸞
の
深
い
懺
悔
と
、
真
実
信
の
獲
得
を
究
極
的
関
心
事
と
し
た
親
鸞
の
深
い
祈
念
を
見
出
す
こ 

と
が
出
来
る
。

懺
悔
の
人
善
導
の
勧
化
の
下
に
生
涯
懺
悔
に
徹
し
て
生
き
た
親
鸞
は
、

『
往
生
礼
讃
』

に
説
か
れ
た
三
品
の
懺
悔
の
文
を 

『
教
行
信
証
』

の
化
身
土
巻
本
に
引
用
し
、
『
善
導
和
讃
』

に
も
讃
詠
し
て
い
る
。

無
慚
無
愧
の
こ
の
身
と
い
う
告
白
ほ
ど
、

徹
底
し
た 

懺
悔
の
表
白
は
あ
り
得
な
い
。

そ
こ
に
一
生
造
悪
の
凡
夫
と
し
て
地
獄
必
定
の
身
を
生
き
抜
い
た
親
鸞
の
真
面
目
に
接
す
る
が' 

親
鸞
は 

そ
の
地
獄
の
地
底
に
お
い
て
念
仏
の
信
に
生
き
た
の
で
あ
り
、

そ

こ

に

「罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
」
、

「
善
き
こ
と
も
悪
し 

き
こ
と
も
業
報
に
さ
し
ま
か
せ
て
生
き
る
」
と
語
っ
た
無
碍
人
の
世
界
が
開
け
て
い
る
。

親
鸞
に
と
っ
て
、

『
尊
号
真
像
銘
文
』

に

「
南 

無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
る
は
す
な
わ
ち
無
始
よ
り
こ
の
か
た
の
罪
業
を
懺
悔
す
る
に
な
る
と
も
う
す
な
り
」

と
表
さ
れ
た
、
願
力
自
然
の 

力
用
に
よ
る
念
仏
こ
そ
懺
悔
の
道
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
実
に
懺
悔
は
自
力
を
絶
し
た
他
力
の
催
し
と
し
て
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
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①
 

澤
田
謙
昭
稿
「
仏
教
に
於
け
る
懺
悔
の
種
々
相
と
善
導
大
師
」(

藤
堂
恭
俊
編
著
『
善
導
大
師
研
究
』
所
収)

②
 

水
野
弘
元
著
『
パ
ー
リ
仏
教
を
中
心
と
し
た
仏
教
の
心
識
論
』
六
一
四
——
九
頁
。

③
 

金
子
大
栄
著
『
宗
教
的
覚
醒
』
五
三
—
五
頁
。

④
 

平
川
彰
著
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』

一
ニ
四
、
五
一
一
ハ
頁
。
静
谷
正
雄
著
『
原
始
大
乗
仏
教
の
成
立
過
程
』

一
ー
ハ
—

ー
ー
ー
ー
頁
。

⑤
 

梶
山
雄
一
著
『
大
乗
仏
典
・
親
鸞
』
三
三
四
頁
。

⑥
 

壬
生
台
舜
著
仏
典
講
座
『
金
光
明
経
』
解
題
一
四
—
二
五
頁
。
金
子
大
栄
著
『
宗
教
的
覚
醒
』
五
五
—
六
一
頁
。

⑦
 

香
川
孝
雄
稿
「
罪
悪
観
の
系
譜
」(
浄
土
宗
学
研
究
第
五
巻
一
ニ
三
頁)

但
し
、
香
川
論
文
は
原
始
経
典
に
お
け
る
罪
の
用
例
と
し
て
引
か
れ
て
い 

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
悲
化
後
と
対
応
し
た
の
は
全
く
の
私
見
で
あ
る
。

⑧
 

長
谷
岡-

也

著

『龍
樹
の
浄
土
教
思
想
』

一
四
四
頁
。

⑨
 

矢
吹
慶
輝
著
『
三
階
教
の
研
究
』
五
三
四
—
五
頁
註⑫

⑩
 

塩
入
良
道
稿
「
懺
法
の
成
立
と
智
績
の
立
場
」(
印
度
学
仏
教
学
研
究 

第
七
巻
ー
ー
号
所
収)

「
中
国
仏
教
儀
礼
に
お
け
る
懺
悔
の
受
容
過
程
」(

同 

上 

第
十
一
巻
二
号
所
収)

⑪

藤
原
幸
章
著
『
善
導
浄
土
教
の
研
究
』
四
三
—
六
四
頁
。

⑫
 

坪
井
俊
英
著
『
法
然
浄
土
教
の
研
究
』
三
七
二
丄
一
天
ハ
頁
。
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