
曇

鸞

の

仏

道

観

-

『浄
土
論
註
』
二
道
釈
を
中
心
と
し
て-

延

塚
 

知

道
 

謹
ん
で
浄
土
真
宗
を
案
ず
る
に
、

二
種
の
回
向
あ
ウ
。

一
つ
に
は
往
相' 

二
つ
に
は
還
相
な
り
。
往
相
の
回
向
に
つ
い
て
、
真
実
の 

教
行
信
証
あ
り
。

こ

れ
は

よ

く

知
ら

れ

た

『
教
行
信
証
』

冒
頭
の
真
宗
大
綱
の
文
章
で
あ
る
。
親
鸞
が
法
然
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
仏 

道
を
、

こ
の
よ
う
に
往
還
二
回
向
の
仏
道
と
、

他
の
仏
道
に
選
ん
で
質
を
決
定
し
、
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』

と
し
て
大
系
づ
け
た 

所
に
、

単

な

る

『
選
択
集
』

の
継
承
に
留
ら
な
い
親
鸞
独
自
の
展
開
が
あ
る
。

即
ち'

『
選
択
本
願
念
仏
集
』

と
い
う
題
号
が
示
す
よ
う 

に
、
如
来
選
択
の
本
願
の
念
仏
が
人
間
の
上
に
実
現
せ
し
め
る
仏
道
は
、
人
間
の
自
力
の
努
力
に
基
礎
を
置
く
仏
道
と
は
決
定
的
に
質
を 

異
に
す
る
浄
土
真
実
の
仏
道
で
あ
り
、

そ
の
教
行
信
証
の
全
体
は
、

如
来
の
回
向
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
『
選
択
集
』

の
真
理
性 

を
こ
の
よ
う
な
形
で
開
顕
さ
れ
た
に
つ
い
て
は
、
『
大
無
量
寿
経
』
(
以

下

『
大
経
』)

の
本
願
成
就
文
に
立
つ
と
い
う
親
鸞
の
明
確
な
立
場 

と
、

そ

の

立

場

を

『
教
行
信
証
』

と
し
て
世
に
捧
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
具
体
的
な
事
情
と
が
あ
る
。

人
は
具
体
的
な
事
情
を
生
き
る
者
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
丸
裸
の
人
間
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
信
仰
も
ま
た' 

具
体 

的
な
事
情
の
中
で
起
こ
っ
て
く
る
問
題
を
超
え
る
べ
く
そ
の
真
理
性
を
公
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

親
鸞
を
と
り
ま
く
そ
の
具
体
的
な
事
情
は
、

『
興
福
寿
奏
状
』

に
端
を
発
す
る
承
元
の
法
難
や
、

明

恵

の

『
催
邪
輪
』

等

に

よ

る

『
選



択
集
』

へ
の
批
判
、
更
に
は
、
そ
の
批
判
の
思
想
戦
の
中
か
ら
引
起
こ
さ
れ
た
嘉
禄
の
法
難
等
に
代
表
さ
れ
る
専
修
念
仏
の
教
団
の
外
か 

ら

の

攻

撃
(

第
十
九
願
の
問
題
性)

。

同
時
に
、

隆

寛

律

師

の

『
一
念
多
念
分
別
事
』

等
で
よ
く
分
る
よ
う
な
専
修
念
仏
の
教
団
内
の
争 

い
(

第
二
十
願
の
問
題
性)

が
代
表
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
教
団
内
外
の
諸
問
題
の
中
に
、
人
類
の
日
常
的
な
課
題
の
全
て 

を
見' 

そ
れ
に
責
任
を
持
ち
批
判
的
に
超
え
て
い
く
立
場
が
、
親
鸞
の
立
っ
た
第
十
八
願
の
立
場
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ 

れ
は
、
批
判
す
る
者
も
批
判
さ
れ
る
者
も
、
共
に
に
如
来
の
真
実
に
目
覚
め
、
自
ら
の
生
命
の
尊
厳
性
に
目
覚
め
て
い
く
成
仏
道
で
あ
る
。
 

そ
の
成
仏
道
を
、
『
大
経
』
(

教)

の

第

十

七

願(

行)

、
第

十

八

願
(

信)

、
第

十

一

願
(

証)

の
本
願
成
就
文
の
上
に' 

し
っ
か
り
と
基 

礎
づ
け
た
と
こ
ろ
に
、
浄
土
真
実
の
教
行
信
証
の
展
開
が
あ
る
。

法

然

と

の

値

遇

に

よ

っ
て

決

定

し

た

「
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」

と
い
う
自 

力
無
功
の
自
覚
に' 

浄
土
の
真
実
は
開
か
れ
る
。

そ
の
浄
土
真
実
が
、
教
行
信
証
と
い
う
成
仏
道
と
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ 

の
教
行
信
証
は
当
然
人
間
の
努
力
の
範
疇
で
は
な
く
如
来
の
本
願
の
成
就
で
あ
る
。

し
か
し' 

そ
れ
を
往
還
二
回
向
と
い
う
明
確
な
言
葉 

で
、
如
来
回
向
の
仏
道
と
決
定
し
た
の
が' 

言

う

ま
で

も

な

く

曇

鸞

の

『
浄
土
論
註
』

で
あ
り' 

就
中
下
巻
の
三
願
的
証
と
い
わ
れ
る
所 

で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、

そ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
の
成
仏
道
が
、
第
十
八
願
、
第
十
一
願
、
第
二
十
二
願
の
三
願
に
よ
っ
て
的
証
さ
れ
て
い
る
。
 

第
十
八
願
は
、
わ

れ
わ

れ

の
願
生
浄
土
の
仏
道
を
決
定
せ
し
め
る
行
信(

五
念
門
行)

が
、
仏
願
力
に
よ
る
こ
と
、
第
十
一
願
は
、
 

そ
の 

行
信
に
獲
得
さ
れ
た
正
定
聚
と

そ
の
果
で

あ
る
滅
度(

五
功
徳
門
中
の
前
四
門)

と
が
仏
願
力
に
よ
る
こ
と
。
第
二
十
二
願
は
、
還
相
回 

向

と

し

て

の

普

賢

行(

園
林
遊
戯
地
門)

が
、
仏
願
力
に
よ
る
こ
と
の
証
と
し
て
的
取
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
三
願
に
よ
っ
て
願
生
浄
土
の 

仏
道
の
因
果
の
全
て
が
如
来
の
回
向
と
し
て
展
開
し
、

そ
の
全
体
が
往
還
の
二
相
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

親

鸞

は

こ

の

『
論
註
』

の
了
解
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
、
第
十
八
願
か
ら
第
十
七
願
を
開
い
て
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
わ
れ
ら
の
往
相 

道

を

『
大
経
』

の
本
願
成
就
文
の
上
に
基
礎
づ
け
、
し
か
も
、
如
来
の
回
向
を
往
還
の
二
種
と
し
て
展
開
継
承
す
る
の
で
あ
る
。
真
宗
大



綱
が
二
種
回
向
の
仏
道
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
親
鸞
の
仏
道
は
、

こ
の
二
種
回
向
を
ど
う
了
解
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
 

そ

れ

が

『
論
註
』

か
ら
の
継
承
展
開
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
曇
鸞
が
な
ぜ
回
向
を
二
相
と
了
解
し
た
の
か
。

二
相
と
了
解
す
る
場
合
と
、
親 

鸞
が
二
種
と
展
開
す
る
場
合
と
は
、
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
等
々
の
視
点
か
ら
、
曇

鸞

の

『
論
註
』
を
祥
細
か
つ
正
確
に
読
む
こ 

と
が
課
題
と
な
る
。

し
か
し
、

こ
の
論
稿
で
は
そ
の
課
題
に
先
だ
っ
て
、
曇

鸞

が

『
浄
土
論
』

を
往
還
二
回
向
の
仏
道
と
註
釈
を
す
る
こ 

と
と
な
っ
た
曇
鸞
自
身
の
立
場
、
即
ち

曇
鸞
が
ど
の
よ
う
な
仏
道
に
立
っ
て

『
浄
土
論
』

を
註
釈
し
た
の
か
、
曇
鸞
自
身
の
仏
道
観
を
尋 

ね
て
み
た
い
。

一

曇
鸞
の
仏
道
観
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
が
、

二
道
釈
と
言
わ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

『
論
註
』

上
巻
の
二
道
釈
と
ハ 

番
問
答
と
は
、
『
浄
土
論
』

の
註
釈
か
ら
外
れ
た
部
分
で
あ
り
、

巻
頭
の
二
道
釈
が
、

曇
鸞
の
立
っ
た
仏
道
の
宣
言
と
も
言
え
る
部
分
で 

あ
る
と
す
れ
ば' 

巻
末
の
ハ
番
問
答
は
、

そ
の
仏
道
に
立
っ
た
曇
鸞
の
人
間
観
を
表
わ
す
部
分
と
し
て
、

こ
の
二
つ
の
部
分
は
見
事
に
対 

応
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、

こ

の
二
つ
の
部
分
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
『
浄
土
論
』

の
註
釈
の
部
分
も
、

こ
の
曇
鸞
の
仏
道
観
と
人
間
観 

と
に
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、

そ

の

意

味

で

『
浄
土
論
註
』

全
体
を
決
定
し
て
い
る
箇
所
と
し
て' 

最
も
重
要
な
部
分
で 

あ
る
。
要
す
る
に
、
曇
鸞
が
二
道
釈
で
説
く
仏
道
と
同
質
の
仏
道
と
し
て
、
世

親

の

『
浄
土
論
』
の
註
釈
の
部
分
が
読
め
な
け
れ
ば
、
『
論 

註
』

は
読
め
た
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
そ
の
二
道
釈
は
、

「
謹
案
二
龍
樹
菩
薩
『
十
住
毗
婆
沙
』

」

と
、

「
謹
案
」
と
い
う
言
葉
で
、

曇
鸞
の
仏
道
観
が
開
か
れ
て
く
る
。
 

曇
鸞
は
、
『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』

の
中
に
、

「
本
師
龍
樹
摩
訶
薩
」
と' 

師
の
龍
樹
を
釈
尊
に
も
匹
敵
す
る
言
葉
で
祢
え
て
い
る
。

し
た
が
っ 

て

こ

の

「
謹
案
」
と
い
う
言
葉
は
、

根
本
教
主
釈
尊
が
、
『
大
経
』

で
説
か
れ
た
阿
弥
陀
の
真
実
を' 

師

の

龍

樹

の

『
十
住
毗
婆
沙
論
』 

の
言
葉
に
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
、
親
鸞
が
、

こ

の

「
謹
案
」

に
こ
の
よ
う
な
重
要
な
意



味
を

読
み
取
り
継
承
し
て

『
教
行
信
証
』

の

全

て

の

巻

頭(

証
巻
・
化
身
土
巻
は
謹
顕)

に
使
い
、
浄
土
真
実
の
仏
道
を
開
い
て
い
る
こ 

と
か
ら
も
、
充
分
に
窺
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
た
が
っ
て
曇
鸞
の
仏
道
は
、

こ

の

「
謹
案
」

と
い
う
言
葉
に
開
か
れ
て
、

こ
の
言
葉
に 

全
て
が
収
ま
っ
て
し
ま
う
程
、

こ
の
言
葉
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

曇

鸞

は

な

ぜ

龍

樹

の

『
十
住
毗
婆
沙
論
』
を
如
来
の
真
実
言
と
し
て
、

「
謹
案
」

と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

道

宣

の

『
続
高 

僧
伝
』

に
依
れ
ば
、
捨
聖
帰
浄
と
い
う
あ
の
見
事
な
曇
鸞
の
回
心
の
出
来
事
は
、
菩
提
流
支
三
蔵
と
の
出
遇
い
に
よ
る
も
の
と
伝
え
ら
れ 

て
い
る
。

そ
こ
で
は
、

仏
法
中
有
二
長
生
不
死
法
勝
〉
得
二
此
土
仙
経
一
否
。(

聖
全
四
・
四
ハ
ー) 

と
い
う
曇
鸞
の
問
い
に
、

地
に
唾
し
た
流
支
は
、

此
方
何
処
有
二
長
生
不
死
法つ
縦
得
二
延
寿
一
年
尽
須
レ
堕
。

と
叱
責
し
、
曇

鸞

に

『
観
経
』

を
授
け
て
い
る
。

叱
責
を
受
け
た
曇
鸞
は
、

長

年

「
三
有
虚
妄
生
」

に
止
ま
っ
て
、

そ
の
生
の
意
味
を
根 

源
的
に
問
う
生
死
問
題
を
忘
れ
、
生
活
関
心
の
中
か
ら
生
命
を
長
ら
え
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
自
ら
の
非
を
、
徹
底
し
て
教
え
ら
れ
、
深 

い
懺
悔
と
共
に
陶
隠
居
に
与
え
ら
れ
た
仙
経
を
焼
き
捨
て
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
当
然
、
流
支
を
師
と
称
え
て
し 

か
る
べ
き
所
で
あ
る
。

に
も
関
わ
ら
ず
龍
樹
を
挙
げ
、

し
か
も
大
部
な
龍
樹
の
著
作
の
中
か
ら
、
『
十
住
毗
婆
沙
論
』

の

「
易
行
品
」

と 

い
う
短
い
文
章
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。

そ
れ
は
、

恐
ら
く
こ
の
龍
樹
の
易
行
品
の
教
説
に
、
あ
の
回
心
の
体
験
と
感
動
の
意
味
を
、
 

如
来
の
教
説
と
し
て
明
確
な
言
葉
で
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
更
に
は
、

そ
の
懺
悔
を
通
し
て
曇
鸞
が
立
っ
た
仏
道
が
、
流
支
に
授
け 

ら

れ

た

『
観
経
』

の
阿
弥
陀
如
来
の
御
名
を
称
す
る
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
も
合
せ
て
教
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
 

言

う

ま

で

も

な

く

『
十
住
毗
婆
沙
論
』

は
、
『
華
厳
経
』

「
十
地
品
」

の
論
書
で
あ
る
。

そ
の
中
に
、

『
大
経
』

の
伝
統
を
教
え
ら
れ
る
こ 

と
は' 

容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
回
心
の
体
験
に
あ
る
曇
鸞
の
透
徹
し
た
人
間
観
と
、

求
道
心
の
深
化
こ
そ
が
、

「
易
行
品
」
を
開 

説
し
た
龍
樹
の
主
体
的
な
立
場
を
見
抜
い
て
、
そ
の
深
意
を
探
り
当
て
た
に
違
い
な
い
。

し

ば

ら

く

そ

の

「
易
行
品
」

に
よ
っ
て
、
曇
鸞



が
教
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
を
尋
ね
て
み
た
い
。
 

さ

て

そ

の

「
易
行
品
」
は
、
次
の
よ
う
に
説
き
出
さ
れ
て
い
る
。

問
日
。
是
阿
惟
越
致
菩
薩
初
事
如
一
一
先
説
『
至
一-
阿
惟
越
致
地
一
者
、

行 

諸
難
行
一
久 

乃
可
レ
得
。

或
堕
二
声
聞
辟
支
仏
地
『
若
爾 

し 

ニ
シ 

ノ 

ーー
 

ラ
バ 

ノ 

ク
ル 

ル
「
ヲ 

-- 

ハ
ク
ハ
ー
ー
キ
下
へ
ヲ 

者
是
大
衰
患
。(
中
略)

是
故
若
諸
仏
所
説
有
卞
易
行
道
疾
得
レ
至
一
ー
阿
惟
越
致
地

方
便
上
者
、
願 

為
説
レ
之
。
 

龍
樹
は
、

「
信
方
便
易
行
」

の
開
説
を
要
求
す
る
に
当
っ
て
、

難

行

の

理

由

を

「
諸
」
、

「
久
」
、

「
堕
」

の
三
難
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
 

古
来
よ
り
こ
れ
ら
は
、
行
体
の
難
と
言
わ
れ
て
い
る
。

即
ち
、
龍
樹
が
難
行
と
言
う
場
合
は
、
行

ず

る

こ

と

が

困

難

な

多

く

の(

諸)

行 

業
を
、

長

い

時

間

か

か

っ

て(

久)

、
行
じ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

目
的
地
の
阿
惟
越
致
地
に
至
る
ま
で
常
に
二
乗 

地

に

退

転
(

堕)

す
る
危
険
性
を
孕
み
続
け
る
と
言
う
意
味
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
龍
樹
が
こ
れ
ら
の
難
を
見
い
出
し
て
き
た
の
は
、
教
理
と
し
て
の
仏
教
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
大
乗
菩
薩
道
の 

実
践
の
中
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
最
も
素
朴
に
言
え
ば
、
生
を
受
け
た
時
か
ら
共
に
あ
る
人
間
が
、
だ
か
ら
こ
そ' 

共
に
救
わ
れ
て
い 

く
地
平
が
見
い
出
せ
な
け
れ
ば
、
人
間
の
絶
対
の
満
足
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
乗
の
智
見
は
、

そ
れ
を
自
利
々
他
の
課
題
と 

し
て
見
い
出
し
、

そ
れ
が
完
成
さ
れ
て
い
く
地
平
を
、
阿
惟
越
致
地
と
説
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

阿
惟
越
致
地
の
獲
得
と
自
利
々
他
の 

完
成
と
が' 

大
乗
菩
薩
道
の
課
題
で
あ
り' 

そ
の
実
修
の
上
に
お
い
て
、
見
出
さ
れ
て
き
た
の
か
、
先
の
三
難
で
あ
っ
た
。
 

し
か
し
、
翻
え
っ
て
考
え
る
時' 

生
ま
れ
な
が
ら
に
与
え
ら
れ
て
い
る
関
係
を
、
与
え
ら
れ
た
関
係
と
し
て
如
実
に
生
き
る
こ
と
の
で 

き
な
い
の
が
、

人
間
で
あ
る
。
我
愛
に
執
し
た
我
執
の
中
で
し
か
人
間
の
関
係
を
と
ら
え
ら
れ
ず
、
共
に
あ
る
こ
と
さ
え
成
り
立
た
な
い 

と
す
れ
ば
、

そ
の
如
実
の
関
係
に
目
覚
め
た
大
き
な
智
見
が
な
け
れ
ば
、
大
乗
の
自
利
々
他
を' 

自
覚
的
な
わ
が
命
の
課
題
と
す
る
こ
と 

は
不
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
自
ら
の
存
在
そ
の
も
の
に
目
覚
め
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

阿
惟
越
致
地
の
獲
得
は 

あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

要
す
る
に
大
乗
菩
薩
道
の
実
践
の
課
題
は
、
人
間
の
存
在
構
造
そ
の
も
の
に
、
人
間
存
在
の
全
て
を
挙
げ
て 

目
覚
め
て
い
く
こ
と
に
収
約
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
自
ら
の
眼
で
自
ら
の
瞳
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、

お
お
よ
そ
不
可
能



と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
課
題
で
あ
る
。

龍
樹
は
、

こ
の
よ
う
な
重
い
課
題
を
、 

発
願
求
ニ
仏
道
一
重
三
於
挙
二 

三
千
大
千
世
界
一

と
言
う
。
更
に
そ
れ
に
続
け
て
、

汝
言
ー
ー
ー
阿
惟
越
致
地
是
法
甚
難
、
久 

乃
可
レ
得
、
若
有
二
易
行
道
疾
得
匸
至
一
一
阿
惟
越
致
地
一
者
、

是
乃
怯
弱
下
劣
之
言
、

非
ー
ー
是
大 

人
志
幹
之
説
’

と
言
っ
て
、
易

行

道

の

開

説

を

願

う

者

を

「
怯
弱
下
劣
」

「
非
是
大
人
志
幹
之
説
」

と
叱
責
す
る
。

要
す
る
に
、

そ
の
よ
う
な
者
は
、
お 

お
よ
そ
菩
提
心
堅
固
な
大
乗
の
菩
薩
で
は
な
く
、
機
根
の
劣
っ
た
凡
夫
以
外
の
何
者
で
も
な
い
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う 

な
機
の
自
覚
を
う
な
が
し
、

そ
れ
に
続
け
て
、

汝
若
必
欲
レ
聞
二
此
方
便7
今
当
レ
説
レ
之
。

と
言
い
、

そ
う
叱
責
さ
れ
て
も
な
お
自
ら
の
問
い
を
捨
て
る
こ
と
な
く
問
う
の
か
と
確
か
め
、

そ
の
悲
願
に
応
え
て
、
易
行
道
が
開
説
さ 

れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

こ

こ

で

言

う

「
怯
弱
下
劣
」
と
は
、
強
い
者
に
対
し
て
あ
る
特
定
の
弱
い
者
を
指
す
言
葉
で
は
な
い
。
 

人
間
存
在
の
謎
は
、
人
間
の
立
場
で
は
決
し
て
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う' 

人
間
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
根
元
的
な
弱
さ
で
あ
る
。
 

そ
し
て
実
は
、

こ
の
よ
う
な
者
に
こ
そ
救
い
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、

仏
道
が
大
乗
を
標
榜
す
る
限
り
、

「怯
弱
下
劣
」
な
る
人
間 

の
根
元
的
な
弱
さ
に
応
え
て
い
こ
う
と
す
る
悲
願
に
お
い
て
、
龍
樹
は
信
を
唯
一
の
道
と
す
る
易
行
道
を
開
説
す
る
の
で
あ
る
。
 

私
は'

「
易
行
品
」

の
こ
の
箇
所
を
読
む
時
い
つ
も
、

二
十
九
歳
で
比
叡
山
を
降
り
、

六
角
堂
で
後
世
を
祈
っ
た
親
鸞
を
想
う
。

二
十 

年

も

の

長

い

間(

久)

、
数

知

れ

な

い
(

諸)

努
力
の
末
、

刀
折
れ
矢
つ
き
て
比
叡
山
を
降
り
た
。

し
か
し
、

求
道
心
に
見
定
め
ら
れ
た 

自
己
自
身
の
謎
を
解
く
課
題
ま
で
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
自
己
自
身
を
捨
て
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 

例
え
死
ん
で
も' 

道
念
に
見
定
め
ら
れ
た
課
題
が
解
け
る
わ
け
で
は
な
い
。

か
と
い
っ
て
こ
の
ま
ま
生
き
て
い
く
こ
と
も
で
き
な
い
。

こ 

の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、

「怯
弱
下
劣
」

「
獰
弱
怯
劣
」
な
る
者
と
し
て
、
な
お
親
鸞
は
、
道
念
の
満
足
を
後
世
に
祈
ら
ず
に
は
お
れ
な
か



っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
の
親
鸞
に
と
っ
て
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、

龍

樹

の

言

う

「
諸
」

「
久
」

は
、

お
お
よ
そ
意
味
の
な
い
道
で
あ
る
。

凡
夫
は
凡 

夫
と
し
て
、
髪
の
毛
一
本
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
、
ぎ
り
ぎ
り
の
所
を
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
し
て
、

こ
の
よ
う
な
実
存
的 

な
課
題
の
中
に
あ
っ
て
は
、
今
更
諸
の
努
力
な
ど' 

人
間
を
知
ら
な
い
と
り
す
ま
し
た
理
論
家
の
遠
呪
に
も
聞
え
た
で
あ
ろ
う
。

同
時
に
、
 

砂
漠
で
久
し
い
未
来
の
幸
せ
を
説
か
れ
る
よ
り
も
、

目
の
前
の
一
滴
の
水
を
こ
そ
欲
す
る
の
が
生
身
を
持
っ
た
人
間
の
正
直
な
事
実
で
あ 

る
よ
う
に' 

久
し
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
凡
夫
に
と
っ
て
は
意
味
の
な
い
道
で
あ
る
。

恐
ら
く
親
鸞
は' 

今
す
ぐ
に
、

こ
こ
で' 

こ
の
ま 

ま
で
、
求
道
心
の
満
た
さ
れ
て
い
く
世
界
を
こ
そ
祈
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
、

そ
れ
が
法
然
と
の
値
遇
を
待
た
ね
ば
実
現
し
な
か
っ 

た
六
角
堂
で
の
親
鸞
に
と
っ
て
は
、

「後
世
を
祈
る
」
と
い
う
悲
痛
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
以
外
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
法 

然
と
の
値
遇
に
果
さ
れ
た
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
実
存
的
な
課
題
の
根
本
的
解
決
は
、

そ
の
ま
ま
で
一
切
衆
生
の
悲
願
に
応
え
る
こ
と
で 

あ
る
。

そ
れ
は
、
個
人
の
救
済
に
留
ら
ず
、

一
切
衆
生
が
同
時
に
救
済
さ
れ
る
よ
う
な
平
等
清
浄
な
る
大
地
と
し
て
開
か
れ
る
。
だ
か
ら 

そ

の

よ

う

な

大

地

，
大
悲
に
こ
そ' 

共
に
と
い
う
こ
と
を
賜
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
信
心
と
し
て
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
龍
樹
も
ま
た 

こ
こ
で
、

「怯
弱
下
劣
」
な
る
凡
夫
の
た
め
と
い
う
形
を
取
り
な
が
ら
、

一
切
衆
生
の
立
つ
べ
き
仏
道
と
し
て
、

信
を
唯
一
の
道
と
す
る 

易
行
道
を
開
説
し
た
。

し
か
し' 

考
え
て
み
る
と' 

大
乗
菩
薩
道
の
課
題
で
あ
る
自
利
々
他
が
、
信
心
と
し
て
成
就
す
る
と
は
驚
く
べ
き 

こ
と
で
あ
る
。
共
に
在
る
と
い
う
人
間
の
課
題
が
、
 

如
来
の
自
利
々
他
と
し
て
す
で
に
果
し
遂
げ
ら
れ
て
い
る
如
来
の
大
悲
・
浄
土
に
こ 

そ
、
わ
れ
わ
れ
の
生
命
の
満
足
し
て
い
く
世
界
を
賜
わ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、

そ
れ
が
唯
一
信
心
と
し
て
実
現
す
る
と 

言
う
の
で
あ
ろ
う
。

菩
提
流
支
三
蔵
の
大
部
な
翻
訳
の
中
で
、
浄
土
教
関
係
の
翻
訳
は
、
世

親

の

『
浄
土
論
』

の
み
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
流
支
の
言
葉 

で' 

曇
鸞
の
体
験
を
明
確
な
仏
道
と
し
て
意
義
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
そ
の
体
験
は' 

若
き
日
よ
り
学
ん 

で
い
た
龍
樹
の
著
作
の
中
に
言
い
当
て
ら
れ
て
い
た
。

す
で
に
尋
ね
た
よ
う
に
、
曇
鸞
の
深
い
懺
悔
は
、
自

力

無

効

を

内

容

と

し

た

「怯



弱
下
劣
」
な
る
凡
夫
の
自
覚
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
た
。

そ

の
自
覚
に
一
切
衆
生
の
課
題
を

荷
負
し
て

「
憶
念
阿
弥
陀
仏
本
願
」

の
歴
史 

へ
参
画
す
る
こ
と
が
で
き
た
意
義
と
感
動
と
を
、
改

め

て

こ

の

「
易
行
品
」

に
教
え
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

「
謹
案
一
ー
龍
樹 

菩

薩

『
十
住
毗
婆
沙
』
ー」

に
始
ま
る
二
道
釈
は
、
龍
樹
に
教
え
ら
れ
た
易
行
の
仏
道
に
立
っ
て
、

こ

れ

か

ら

世

親

の

『
浄
土
論
』
を
註
釈 

す
る
と
い
う
曇
鸞
の
態
度
の
表
明
で
も
あ
る
。

二

さ
て
、
曇
鸞
は
、
先

の

「
謹
案
」

の
文
章
に
続
い
て
、

菩
薩
求
二
阿
毗
跋
致-

有-
ー
ニ
種
道
『

一
者
難
行
道
、

二
者
易
行
道
。

と
、
難
行
道
と
易
行
道
と
を
対
峙
し
て
説
い
て
い
る
。
龍
樹
の
場
合
は
、
易
行
道
に
立
ち
棄
て
ら
れ
た
も
の
と
し
て
難
行
を
説
い
て
い
た
。
 

だ
か
ら
、
対
峙
的
に
易
行
道
と
難
行
道
と
を
並
べ
て
は
説
い
て
い
な
い
。

例
え
ば
親
鸞
が
、

「
雑
行
を
棄
て
て
、

本
願
に
帰
す
」

と
い
う 

時
、
本
願
の
仏
道
と
は
言
い
得
て
も
、
雑
行
道
と
は
言
わ
な
い
と
同
様
に
で
あ
る
。
道
に
は
な
ら
な
い
か
ら
棄
て
た
の
で
あ
っ
て
、
難
行 

と
は
言
っ
て
も
、
難
行
道
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
果
し
て
龍
樹
は
、

菩
薩
道
亦
如
レ
是
。
或
有
一
ー
勤
行
精
進7

或
有
卞
以
ー
ー
信
方
便
易
行
一
疾
至
ー
ー
阿
惟
越
致
地
一
者
“

と
説
い
て
、
信
方
便
の
易
行
に
は
、

そ

の

道

を

歩

む

主

体

を

表
わ

す

「
者
」
と' 

そ

の

結

果

を

表

わ

す

「
阿
惟
越
致
地
」

と
を
記
し
て
、
 

正
し
く
易
行
の
道
と
な
る
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
難
行
の
方
に
は
、
主
体
を
表
わ
す
語
も
結
果
を
表
わ
す
語
も
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
 

し
か
し
曇
鸞
は
こ
の
二
道
釈
で
あ
え
て
そ
れ
を
対
峙
さ
せ
、
難
行
道
の
難
行
た
る
理
由
を
明
確
に
説
い
て' 

易
行
の
仏
道
に
立
つ
べ
き
こ 

と
を
推
め
る
の
で
あ
る
。

曇
鸞
は
、

そ
の
難
行
の
理
由
を
五
難
と
し
て
挙
げ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
龍
樹
の
行
体
の
難
に
対
し
て
、
行
縁
の
難
と
言
わ
れ
る
。
 

そ
れ
は
、

「
五
濁
の
世 

無
仏
の
時
」
と
、
時
代
と
社
会
の
問
題
と
し
て
、

難
の
理
由
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
注
意
す



べ
き
は
、
曇
鸞
が
、
時
代
社
会
に
そ
の
難
の
責
任
を
な
す
り
つ
け
よ
う
と
す
る
た
め
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
我
の
思
い
か
ら 

生
き
る
主
体
を
内
と
執
し' 

時
代
社
会
を
外
と
分
け
る
よ
う
な
分
別
が
破
ら
れ
て' 

時
代
と
社
会
の
全
体
を
わ
が
身
と
し
て
生
き
る
易
行 

の
仏
道
の
主
体
と
し
て
、

そ
の
難
を
確
か
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
『
大
経
』

と
い
う
教
法
の
根
拠
か
ら' 

人
間
の
歴
史
的
現 

実
を
と
ら
え
直
し
、

そ
の
中
か
ら
、
難
と
い
う
問
題
性
を
え
ぐ
り
出
す
仕
事
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
ま
ず
、

ー
者
外
道
相
善
乱
二
菩
薩法

!
'

と
言
わ
れ
る
。
外
道
と
は
内
道
に
対
し
て
言
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
仏
教
が
主
体
を
問
題
に
す
る
内
観
の
道
で
あ
れ
ば
、
外
道
は
、
主
体 

の
外
に
問
題
を
見
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
象
徴
的
に
言
っ
て
、

人
類
の
歴
史
が
自
由
と
平
等
と
を
求
め
続
け
て
き
た
歴
史
で
あ
る
と 

す
れ
ば' 

そ
れ
を
主
体
の
問
題
と
し
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
が
釈
尊
の
内
観
道
と
言
っ
て
も
過
ち
で
は
な
か
ろ
う
。
 

例
え
ば
、
自
由
の
獲
得
の
場
合' 

不
自
由
な
条
件
を
外
側
に
見
て
、

そ
の
一
つ
一
つ
を
つ
ぶ
し
て
い
こ
う
と
す
る
外
道
の
考
え
方
は
、
 

あ
ら
ゆ
る
制
約
を
取
り
去
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
最
後
に
は
自
分
の
生
命
の
制
約
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
釈
尊
は
、
 

制
約
を
外
に
見
よ
う
と
す
る
人
間
の
常
識
の
絶
対
否
定
を
通
し
て
、
制
約
の
中
に
在
っ
て
な
お
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
主
体
の 

確
立
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
比
較
し
た
上
で
、

平
等
を
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

同
量
と
い
う
考
え
方
し
か 

な
い
。

そ
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
比
較
す
る
常
識
の
立
場
が' 

教
法
に
全
否
定
さ
れ
、

「
青

色

青

光

黄

色

黄

光

赤

色

赤

光

白

色

白

光

」 

と
い
う
比
べ
る
必
要
の
な
い
世
界
へ
の
目
覚
め
が
、
釈
尊
の
説
く
内
観
道
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
内
観
道
は
、
常
識
が
成
り
立
つ
基
盤
の 

全
否
定
を
通
し
て
、
初
め
て
成
立
す
る
道
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
曇
鸞
が
言
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
無
意
識
の
自
己
肯
定
の
上
に
成
り
立
つ
わ
れ
と
わ
が
世
界
の
全
て
は
外
道
で 

あ
り
、

そ
の
中
の
善
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
み
せ
か
け
の
善
で
し
か
な
い
。

し
か
も
、
そ
の
善
を
称
讃
す
る
世
間
の
声
の
中 

で
自
己
肯
定
に
拍
車
が
か
け
ら
れ
、
わ
れ
と
わ
が
世
界
の
全
否
定
を
契
機
と
し
て
開
か
れ
る
大
乗
の
仏
道
を
、
仏
道
な
ら
ざ
る
も
の
へ
変



容
さ
せ
て
し
ま
う
と
言
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

全
世
界
の
外
道
化
に
対
し
て
、
大
乗
の
仏
道
は
何
の
ヵ
も
持
ち
得
て
な
い
事
実
の
指
適 

で
あ
る
。

そ
れ
は' 

仏
道
そ
の
も
の
が
外
道
化
し
て
い
る
か
、
或
い
は
、
仏
道
が
現
実
を
無
視
し
た
覚
り
の
中
へ
逃
げ
こ
ん
で
い
る
か
の 

ど
ち
ら
か
で
あ
り
、

そ
の
限
り
、

一
切
の
現
実
を
ひ
き
受
け
て
人
類
の
課
題
を
荷
負
し
て
立
つ
不
退
転
地
の
獲
得
な
ど
、

お
お
よ
そ
困
難 

で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

二
番
目
に
曇
鸞
は
、

二
者
声
聞
自
利 

鄆
二
大
慈
悲
『

と
、
仏
道
の
観
念
化
の
事
実
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
自
我
関
心
を
否
定
さ
れ
、

一
切
衆
生
が
共
に
立
つ
べ
き
大
地
を
得
る
道 

に
在
り
な
が
ら
、
声
聞
に
は
、
な
お
自
ら
の
悟
り
の
み
を
得
よ
う
と
す
る
自
我
関
心
の
影
が
さ
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
が
、

共
に
在
る 

こ
と
を
証
し
て
い
く
菩
薩
の
大
慈
悲
の
障
り
と
な
る
と
い
う
指
適
で
あ
る
。

他
人
と
自
分
と
を
分
け
る
意
識
の
中
で
、
例
え
自
ら
の
悟
り 

を
得
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
結
局
そ
れ
は
、
個
人
性
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
共
に
在
る
と
い
う
人
間
の
現
実
を
抱
ん
で
仏
道
に
立
つ 

こ
と
は
で
き
な
い
。
曇
鸞
は
そ
れ
を
、

声
聞
以
ー
ー
実
際
一
為
レ
証
。
計
不
レ
応
一
一
一
更
能
生
一
仏
道
根
芽
『

と
言
う
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
仏
道
は
教
法
に
よ
る
人
間
の
全
否
定
を
契
機
と
し
て
、
娑
婆
の
苦
悩
を
超
え
る
大
地
を
得
る
道
で
あ
る
。

し 

か
し
、
娑
婆
を
超
え
る
こ
と
と
、
娑
婆
を
無
視
し
た
観
念
の
悟
り
の
中
へ
逃
げ
込
む
こ
と
と
は
、
似
て
非
な
る
こ
と
で
あ
る
。
曇
鸞
に
と 

っ
て
、

こ
の
一
、

二
の
難
は
、
ど
ち
ら
も
現
実
を
荷
負
し
て
立
と
う
と
す
る
自
力
の
菩
提
心
が
、

必
然
的
に
引
起
こ
す
難
と
し
て
見
い
出 

さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、

若
无
一
ー
智
恵-

為
一-

衆
生
一
時
、
則
堕
ー
ー
顚
倒
—〇
若
无
ー
ー
方
便
ー
観
ー
ー
法
性
一
時
、
則
証
ー
ー
実
際
--0 

と
言
う
よ
う
に
、
も
し
真
理
を
見
る
智
慧
を
持
た
ず
に
社
会
と
関
わ
る
時
、
関
わ
り
の
全
体
が
顚
倒
の
外
道
に
堕
し
て
い
く
。

ま
た
、
社 

会
と
の
関
わ
り
を
遮
断
し
て
求
め
ら
れ
る
悟
り
は
、
必
ず
観
念
的
な
悟
り
と
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
引
起
こ
す
根
は
、



自
己
と
社
会
と
を
分
け
る
分
別
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

そ
の
分
別
が
す
で
に
真
理
に
暗
い
虚
妄
の
自
力
性
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
に
立
つ
限 

り
、
外
道
に
堕
す
か
観
念
に
堕
す
か
し
か
な
い
。

そ
し
て
、

こ
れ
が
曇
鸞
の
長
い
間
の
求
道
の
、

具
体
的
な
課
題
あ
っ
た
。
今
、

そ
の
課 

題
が
果
さ
れ
て
い
く
易
行
の
仏
道
に
立
っ
て
、
曇
鸞
は
、

は
っ
き
り
と
、

一
、

二
の
難
の
根
が' 

自
力
に
あ
っ
た
こ
と
を
見
破
っ
て
い
る 

の
で
あ
る
。

さ
て' 

こ
の
よ
う
に
仏
道
が
現
実
に
対
し
て
、
何
の
ヵ
も
持
ち
得
な
く
な
っ
た
社
会
の
様
相
が
、
正

し

く

曇

鸞

の

言

う

「
五
濁
の
世
無 

仏
の
時
」
で
あ
る
。

そ
れ
が
、

一
、

二
の
難
に
続
い
て
、

三
者
无
レ
顧
レ
悪
人
破
一
ー
他
勝
徳
『

四
者
顚
倒
善
果
能
壌
二
梵
行"

と
表
わ
さ
れ
る
。

三

番

目

の

「
悪
を
顧
こ
と
無
き
人
」

は
、

「
無
顧
の
悪
人
」

と

読

ん

で

「
後
先
き
を
顧
こ
と
な
き
悪
人
」

の
意
味
が
普 

通
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
、
あ
え
て
先
の
よ
う
に
読
ん
で' 

悪
を
悪
と
知
る
批
判
原
理
を
持
た
な
い
者
を
表
わ
そ
う
と
す
る
。
真
実
を
知
ら 

な
い
が
故
に' 

悪
を
悪
と
顧
こ
と
の
で
き
な
い
者
は
、

同
じ
理
由
で
徳
を
徳
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
限
り
な
い
自
己
主
張
の
中
で
仏 

道
の
勝
れ
た
徳
を
破
る
の
で
あ
る
。

四
番
目
は
、

こ
の
よ
う
に
真
実
を
見
失
っ
た
状
況
の
中
で
行
な
わ
れ
る
善
の
全
て
は' 

虚
妄
顚
倒
で
あ
る
。

に
も
関
ら
ず
、
善
と
い
う 

美
名
の
も
と
に
菩
薩
の
自
覚
道
を
実
現
す
る
清
ら
か
な
行
を
壊
す
の
で
あ
る
。

こ
の
三
、

四
は
共
に
、
何
が
真
実
か
を
決
定
的
に
見
失
な
っ
た
時
の
社
会
現
象
を
言
う
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う 

に
曇
鸞
は' 

社
会
現
象
と
人
間
の
在
り
方
と
を
別
な
も
の
と
は
、
見
て
い
な
い
。
曇
鸞
は
、
上
巻
清
浄
功
徳
釈
で
、
な
ぜ
如
来
が
浄
土
を 

建
立
さ
れ
た
の
か
を
、
如
来
の
願
心
に
尋
ね
当
て
、

願
心
に
見
い
出
さ
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
姿
を' 

次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
 

仏
本
所
三
以
起
二 

此
荘
厳
清
浄
功
徳
一
者
、
見
下 

三
界
是
虚
偽
相
、
是
輪
転
相
、
是
无
窮
相
、
如
二
岷
靈 

循

環

へ  

如
二
蠶
繭 

自

縛"

哀
哉
衆
生
締
由 

此
三
界
顚
倒
不
浄
上
欲
ヤ
置
ー
ー
ー
衆
生
於
ー
一
不
虚
偽
処

於
ー
一
不
輪
転
処
ー
於
ー
ー
不
无
窮
処
一
得
由 

畢
竟
安
楽
大
清



浄
処
』
是
故
起=

此
清
浄
荘
厳
功
徳
一
也
。

こ
こ
で
は
、
如
来
を
し
て
浄
土
を
建
立
さ
せ
た
も
の
は
、
願
心
に
見
い
出
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
流
転
の
相
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
 

そ
れ
は
、

ち
ょ
う
ど
身
体
全
体
を
く
ね
ら
せ
て
、

同

じ

場

所

を

ぐ

る

ぐ

る

回

り(

輪
転
の
相)

、
究

ま

る

と

こ

ろ

が

な

い(

無
窮
の
相) 

尽
取
虫
の
喩
え
と
、
 

自
ら
の
身
を
守
る
た
め
に
出
し
た
糸
で
、
 

自

縛
(

虚
偽
の
相)

し
て
い
く
蚕
の
喩
え
と
で
、
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
何 

が
真
実
か
を
決
定
的
に
見
失
う
時
、

そ
の
歩
み
が
ど
れ
ほ
ど
真
剣
で
あ
っ
て
も
、
ち
ょ
う
ど
尽
取
虫
が
植
木
鉢
の
回
り
を
回
る
よ
う
に
、
 

永
遠
に
自
体
満
足
の
な
い
流
転
の
人
生
と
な
る
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
真
実
を
失
う
時
有
る
も
の
は' 

自
己
主
張
の
み
で
あ 

る
。

そ
こ
で
な
さ
れ
る
行
為
は' 

い
か
に
善
で
あ
ろ
う
と' 

自
我
関
心
に
穢
れ
て
、
虚
偽
顚
倒
に
堕
し
て
し
ま
う
こ
と
を
教
え
る
の
で
あ 

る
。こ

の

輪

転

・
無

窮

，
虚
偽
の
三
相
は
、
わ
れ
わ
れ
の
流
転
の
三
界
の
様
相
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

五
濁
無
仏
の
社
会
現 

象
を
表
わ
す
三
、

四
の
難
と
対
応
す
る
事
柄
で
も
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
清
浄
功
徳
釈
で
は
、
単
な
る
社
会
現
象
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
 

わ
れ
わ
れ
の
在
り
方
の
問
題
に
ま
で
主
体
化
さ
れ
て
説
か
れ
て
お
り
、

そ
の
流
転
の
三
相
を
引
起
こ
す
問
題
性
が
、
自
力
と
し
て
押
え
ら 

れ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
曇
鸞
が
五
濁
無
仏
の
時
の
不
退
転
の
獲
得
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
す
ー
か
ら
四
の
社
会
の
批
判
の
根
本
理
由
が' 

五

者

唯

是

自

力

无

二

他

力

持"

と
、

五
番
目
に
明
確
に
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
曇
鸞
が
こ
こ
で
挙
げ
る
五
つ
の
難
は
、
人
間
の
正
義
感
や
良
心
に
立
っ
て
の
社
会
批
判
と
は
、
根
本
的
に
違
う
。

ど
こ 

ま
で
も
、
自
力
を
捨
て
て
他
力
に
帰
す
と
い
う
主
体
的
な
回
心
に
よ
っ
て
立
っ
た
、

易
行
の
仏
道
か
ら
の
批
判
で
あ
る
。
端
的
に
言
っ
て
、
 

批
判
原
理
は
阿
弥
陀
如
来
で
あ
り
、
如
来
に
批
判
さ
れ
た
わ
れ
と
わ
が
世
界
の
様
相
を
、

五
難
と
し
て
挙
げ
、

そ
の
根
本
問
題
を
自
力
と 

し
て
押
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
自
力
の
懺
悔
に' 

自
己
と
社
会
と
を
分
け
る
分
別
が
破
ら
れ
て
、

全
世
界
の
人
間
の
問
題
を
、



自
身
の
成
仏
道
の
課
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、

一
切
の
人
間
の
問
題
を
荷
負
し
て
、
如
来
の
世
界
に
帰
ろ
う
と
す
る
法
蔵
菩
薩 

の
意
義
を
、

そ
こ
に
賜
わ
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
か
。

し
た
が
っ
て
こ
の
五
難
は
、
わ
れ
と
わ
が
世
界
が
作
り
続
け
て
き
た
人
間
の
歴
史 

的
現
実
が
、
自
力
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
限
り
な
い
責
任
に
立
っ
て
の
、
悲
歎
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

人
間
の
歴
史
社
会
と 

一
つ
に
な
り
、

そ
の
責
任
を
荷
負
し
て
、
批
判
す
る
方
も
批
判
さ
れ
る
方
も
、
共
に
如
来
の
真
実
へ
目
覚
め
て
い
こ
う
と
す
る
、
曇
鸞
の 

歎
異
の
精
神
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

三

さ
て' 

こ
の
よ
う
な
意
義
を
持
ち
な
が
ら
浄
土
へ
願
生
す
る
易
行
の
仏
道
を
、
曇
鸞
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
 

易
行
道
者
、
 

謂
但
以
ニ
信
仏
因
縁
ー
願
レ
生
一
一
浄
土
『 

乗
ー
ー
仏
願
カ
ー
便
得
ー
ー
ー
往
二
生
彼
清
浄土

?
'

仏
力
住
持 

即
入
ー
ー
大
乗
正
定
之
聚
へ 

正
定 

即
是
阿
毗
跋
致
。
譬
如
ー
ー
水
路
乗
レ
船
則
楽
『

龍
樹
の
信
方
便
が
、

こ

こ

で

は

「
信
仏
因
縁
」

と
言
わ
れ' 

本
願
力
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
不
退
転
を
、
曇

鸞

は

「
大
乗
正
定
之
聚
」 

と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
正
定
聚
の
意
義
に
つ
い
て
は
、

既

に

『
真
宗
教
学
研
究
』

五

号

「
現
生
正
定
聚
——

『浄
土
論
註
』
に
依
っ
て!

」 

や
、
『
親
鸞
教
学
』

四

十

五

号

「
凡
愚
遇
無
空
過
者
」
に
遇
見
を
述
べ
て
い
る
の
で
、
見
て
頂
け
ば
幸
で
あ
る
。
曇

鸞

が

こ

こ

で

言

う

「
信 

仏
因
縁
」
を

『
大
経
』

の
願
文
に
返
せ
ば
、

言
う
ま
で
も
な
く
第
十
八
願
の
成
就
で
あ
る
。

さ

ら

に

「
大
乗
正
定
之
聚
」
は
、
第
十
一
願 

の
成
就
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
先
に
尋
ね
た
よ
う
に
、

五
難
が
、

一
切
衆
生
の
課
題
を
荷
負
す
る
法
蔵
菩
薩
の
意
義
を
持
つ
も
の
と
す
れ 

ば
、
当
然
、
第
二
十
二
願
を
表
わ
す
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
曇#

自
身
の
立
っ
た
仏
道
は
、

や
は
り
、

下
巻
の
三
願
的
証
で
表
わ
さ 

れ
て
い
る
仏
道
と
符
合
す
る
。

し
か
し
、
注
意
す
べ
き
事
は
、

世

親

の

『
浄
土
論
』

は' 

一
応
は
、

往

生
'

速
相
の
二
相
と
し
て
註
釈
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
 

も
し
そ
れ
に
即
し
て
三
願
的
証
を
了
解
す
る
と
す
れ
ば
第
十
八
願
と
第
十
一
願
は
往
相
を
表
わ
し
、
第
二
十
二
願
は
、
第
五
功
徳
門
に
説



か
れ
る
菌
林
遊
戯
地
門
の
菩
薩
の
還
相
と
し
て
、

説
か
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

要
す
る
に
、
世

親

の

『
浄
土
論
』

が
、
浄
土 

へ
(

往
相)

と
い
う
方
向
と
、
浄

土

か

ら
(

還
相)

と
い
う
方
向
と
の
、

二
つ
の
相
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
 

し
か
し
、

こ
の
二
道
釈
の
仏
道
に
は
、
還
相
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
第
二
十
二
願
の
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
は
い 

て
も
、
還
相
と
し
て
説
か
れ
る
の
で
は
な
い
。
曇
鸞
の
願
生
浄
土 
(

往
相)

の
仏
道
が
、

一
切
衆
生
を
共
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
還
相
の
意 

義
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
説
か
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
、
曇
鸞
の
立
っ
た
仏
道
は
、
ど
こ
ま
で
も
往
相
の
一
道
で
あ
る
。

し
か
し
、
往
相 

が
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
と
共
に
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
還
相
の
意
義
を
持
つ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。 

す
で
に
尋
ね
た
よ
う
に
、
曇
鸞
の
立
っ
た
往
相
の
一
道
は
、
師
の
教
え
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
。
だ
か
ら
、
師

の

教

え

を

「
謹
案
」
と
い 

う
言
葉
で
、
如
来
の
如
実
言
と
し
て
仰
い
で
い
た
こ
と
を
、
伝
え
て
い
た
。

つ
ま
り
、
師
は
曇
鸞
の
た
め
に
如
来
如
実
言
を
語
っ
た
方
で 

あ
り
、

そ
の
如
来
の
還
相
の
教
え
に
よ
っ
て
、
曇
鸞
は
往
相
の
一
道
に
立
て
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
曇
鸞
の
仏
道
の
全
て
は
、
 

如
来
の
還
相
に
よ
っ
て
開
か
れ
、
如
来
の
還
相
を
こ
そ
、

そ
の
根
拠
に
し
て
成
立
す
る
。

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
曇
鸞
の
往
相
道
の
そ
の
ま
ま 

が
、
 

一
切
の
衆
生
を
捨
て
な
い
と
い
う
如
来
の
還
相
の
意
義
を
、 

持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

恐
ら
く
親
鸞
は
、
曇
鸞
の
こ
の
二
道
釈
の
仏
道 

観
を
、

ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
継
承
し
、
『
教
行
信
証
』

に
、

二
種
回
向
の
仏
道
と
し
て
展
開
し
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
曇
鸞
は
な
ぜ
、
世

親

の

『
浄
土
論
』

の
註
釈
を
、
往
相
、
還
相
の
二
相
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
恐
ら
く
、
龍 

樹
の
信
方
便
の
易
行
を
、
願
生
浄
土
の
仏
道
と
し
て
、
確
か
に
内
容
づ
け
た
世
親
を
も
ま
た
、
龍
樹
と
並
ん
で
、
師
と
仰
い
で
い
た
か
ら 

で
あ
ろ
う
。
先
に
も
言
っ
た
よ
う
に' 

師
は' 

還
相
の
菩
薩
と
仰
ぐ
も
の
で
あ
る
。
親
鸞
が
法
然
を

阿
弥
陀
如
来
化
し
て
こ
そ

本
師
源
空
と
し
め
し
け
れ 

化
縁
す
で
に
つ
き
ぬ
れ
ば 

浄
土
に
か
え
り
た
ま
い
に
き



と
、
讃
仰
す
る
よ
う
に
、
曇
鸞
も
ま
た
世
親
を
、
第
五
功
徳
門
に
説
か
れ
る
浄
土
か
ら
の
還
相
の
菩
薩
と
仰
い
で
い
た
に
違
い
な
い
。
だ 

か
ら
、
世
親
は
、
確
か
に
浄
土
を
願
生
し
た
往
相
の
人
で
あ
る
ま
ま
が
、
曇
鸞
に
と
っ
て
は
、
あ

の

回

向

章

で

「普
く
諸
の
衆
生
と
共
に
」 

と
曇
鸞
を
発
遺
し
て
く
れ
た
、
 

還
相
の
菩
薩
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
、
世
親
の
仏
道
の
全
体
が

説
か
れ
て

い
る
『
浄
土
論
』

を
、
ど
こ
ま
で 

も
発
遺
の
教
え
と
し
て
受
止
め
た
曇
鸞
は
、
当
然
、
往
相
、
還
相
の
二
相
と
し
て
註
釈
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
と
、
思
わ
れ
る
。
 

私
は
、

こ
の
よ
う
な
視
点
で
、
曇

鸞

の

『
浄
土
論
註
』

全
体
を
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。


