
清

浄

有

戒

者

こ
の
小
稿
は
、
前

回

の

「
問
い
と
し
て
実
現
す
る
摂
化
」(

『
親 

鸞
教
学
』

四
十
六
号
所
収)

の
課
題
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
 

論
究
の
構
成
な
ど
は
著
し
く
変
更
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。

そ 

れ
は
自
身
の
内
に
お
い
て
一
層
課
題
と
す
べ
き
主
題
が
明
瞭
に
な 

っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

当
時
念
頭
に
離
れ
ず
に
あ
っ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
人
間 

に
念
仏
を
選
択
す
る
営
為
が
成
立
す
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
な 

ぜ
人
間
が
様
々
な
相
対
的
諸
行
に
簡
ん
で
念
仏
を
選
び
と
る
よ
う 

な
問
い
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

前 

回
は
こ
の
漠
然
と
し
た
問
題
意
識
の
中
で
混
然
と
い
く
つ
か
の
視 

点
を
提
起
し
た
に
止
ま
っ
た
。

今
回
は
、
前
回
の
課
題
を
総
括
し
な
が
ら
こ
の
選
択
さ
れ
た
往 

生
行
で

あ

る

念

仏
を

行
ず

る
と

き

「執

持

・
一
心
」

が
課
題
と
さ 

れ
る
主
体
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、

「清
浄
に
戒
を
有
て
る
者 

乃
し
此
の
正
法
を
聞
く
」
と

い

う

『
大
経
』

の
一
句
の
戒
と
い
う

加 

来 

雄 

之

仏
弟
子
の
課
題
に
集
約
し
て
い
く
形
で
尋
求
し
て
み
た
い
。
 

仏

道

の

究

極

的

目

的(

救
済)

は' 

実

相

・

涅

槃

・
仏
性
の
実 

現
(

自
証)

で
あ
る
。
実
相
や
涅
槃
と
は
抽
象
的
観
念
で
は
な
い
。
 

む

し
ろ

分

別

に

よ

っ
て

対

象
化
で

き
な

い
ほ
ど

具
体
的
な

存
在 

の
根
元
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
定
散
の
自
心
に
迷
惑
す
る
妄
念
の 

凡
夫
は
、
そ
こ
に
落
在
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
往
生 

浄

土

と

い

う

こ

と

も

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
衆
生
の
本 

質
を
阻
碍
す
る
悲
痛
す
べ
き
事
実
を
わ
が
こ
と
と
し
て
引
き
受
け 

た
存
在
に
お
い
て
至
心
に
欲
求
す
る
こ
と
が
成
立
す
る
と
い
え
る 

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
濁
世
に 

生
き
る
わ
れ
ら
と
は' 

五

濁

と

い

わ

れ

る

よ

う

な

「根
元
を
喪
失 

せ

し
め
る
様
々
な

自
他
，
内
外
の
誘
惑
・
雑
音
」

の
た
だ
中
に
存 

在
し
て
い
る
と
い
う
悲
痛
な
る
存
在
感
覚
を
も
ち
、
仏
道
を
歩
む 

こ
と
の
難
し
さ
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
思
い
知
っ
て
い
る
者
で
あ
る
。
 

そ
し
て
そ
の
た
だ
中
で
生
活
を
統
一
し
根
元
へ
向
っ
て
歩
む
主
体



を
成
立
せ
し
め
る
行
を
求
め
る
こ
と
に
、

「
願
往
生
」

と
い
う
宗 

教
の
事
実
は
尺
き
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
根
元
を
憶
念
し
根
元
に
帰
る
行
と
し
て
念
仏
が
与
え
ら 

れ
て
あ
る
こ
と
へ
の
感
嘆
が
あ
る
。

こ
の
根
元
か
ら
の
呼
び
か
け 

を
憶
念
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
の
み
、
様
々
な
根
元
を
失
わ
し
め 

る
出
来
事
を
縁
と
し
て
自
己
の
清
閑' 

寂
静
な
る
根
元
に
帰
る
こ 

と
が
で
き
る
方
途
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
あ
り
と
あ
ら
ゆ 

る
場
合
を
自
己
実
現
の
場
と
し
て
転
ず
る
行
が
求
め
ら
れ
な
け
れ 

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
念
仏
と
い
う
行
な
の
で
あ
る
。
 

そ
し
て
与
え
ら
れ
た
有
限
な
る-
-

今

、

こ
こ
に
、

こ
の
よ
う
な 

も
の
と
し
て
し
か
な
い
——

自
己
を
根
元
開
示
の
場
と
し
て
生
涯 

を
尺
く
す
と
い
う
こ
と
が
往
生
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
 

五
濁
時
の
仏
弟
子
の
課
題
は
往
生
に
よ
っ
て
成
就
す
る
。
 

こ
の
よ
う
な
往
生
の
課
題
が
、
願
海
成
就
と
し
て
象
徴
さ
れ
た 

精
神
世
界
こ
そ
浄
仏
国
土
で
あ
る
。

そ
し
て
浄
仏
国
土
と
は
光
明 

の
摂
化
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
今
一
度
、
前
回
と
は
異
っ
た 

視
点
か
ら
仏
土
の
光
明
が
穢
土
を
生
き
る
衆
生
を
仏
弟
子
た
ら
し 

め
る
包
越
の
カ
用
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

一
 

仏

道

の

主

体

㈠

三
宝
成
就
の
世
界 

親

鸞
は

清

浄

願

海
の
酬
報
を

明
ら

か
に
す

る
「
真
仏
土
巻
」

に 

お
い
て
、
仏

土

の
も

つ
無
上
涅
槃
道
の
意
義
を

『
涅
槃
経
』

を
引 

用
す

る
こ

と

に
お
い
て

確
か
め
て

い
く
の
で

あ
る
が' 

冒
頭
の 

「
四
相
品
」
と

「
四
依
品
」

の

文

を

引

い

て

「
已
上
」
で
締
め
括 

る
箇
処
に
お
い
て
、
あ

る

意

味

で

『
涅
槃
経
』

引
用
の
主
題
が
尽 

く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

そ
こ
は
、

「解

脱
(

サ
ト
リ
・
サ
ト
ル
の
左
訓)

」

か
ら
始
め
ら 

れ
、
原
文
で
は
百
解
脱
と
科
文
さ
れ
る
転
釈
の
中
か
ら
仏
土
の
根 

本
義
を
抽
出
し
示
し
な
が
ら
、
迦
葉
菩
薩
に
次
の
よ
う
な
疑
問
を 

提
起
さ
せ
て
い
る
。

世
尊
若
涅
槃
佛
性
決
定
如
来
是
一
義
名
云
何
説
言
ー
ー
ー 

有
二
三
帰
依
一(
真
仏
土
・
『
定
本
』

一
・
二
三
三) 

こ
れ
は
、
有

為

相

対

の

法

を

絶

し

「
無
愛
無
疑
」
で
あ
る
絶
対 

真
理
の
法
の
た
め
に
、
ど
う
し
て
相
対
的
に
三
帰
依
が
説
示
さ
れ 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
仏 

は
次
の
よ
う
に
迦
葉
菩
薩
に
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

善
男
子
一
切
衆
生
怖
ー
ー
畏 

生
死
一
故
求
二
三
帰
一
以
二
三
帰-

故



則

・
知
一-

佛
性
決
定
涅
槃-
(

右

同1

一
三
四) 

一
切
衆
生
は
、
生

死

と

い

う

虚

偽

・
輪

転

・
無
窮
相
の
生
存
を 

怖
畏
す
る
と
こ
ろ
に
三
帰
を
要
求
す
る
の
で
あ
り
、
三
帰
を
も
つ 

て

の

み

生

死

の

た

だ

中

に

「
仏

性

・
涅
槃
」

を

「
決
定
」
す
る
と 

い
う
存
在
の
充
溢
を
自
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

業
縁
の
中
に
苦
楽
に
漂
没
し
て
い
る
衆
生
が
、
 

生
死
を
怖
畏
す
る 

な
ら
ば
必
ず
三
帰
を
要
請
す
る
の
で
あ
る
と
。
換
言
す
れ
ば
生
死 

を
怖
畏
す
る
衆
生
の
た
め
に
の
み
仏
は
三
帰
を
依
処
と
し
て
建
立 

さ
れ
た
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

し

か

も

引

き

続

い
て

世

尊

は

「
名 

一
義
異
」

「
名
義
俱
異
」
と
い
う
確
め
を
通
し
な
が
ら
、
そ
の
三
帰 

は
本
質
が
常
と
し
て
一
で
あ
る
こ
と
を
失
う
こ
と
な
く
、
し
か
も 

三
帰
の
具
体
性
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
衆
生
の
課
題
に
応
え
る
こ
と 

が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
本
来
性
に
お
い 

て
三
帰
は
同
一
性
で
あ
り
な
が
ら
、
衆
生
を
生
死
か
ら
出
離
さ
せ 

る
方
途
と
し
て
は
三
帰
依
と
い
う
表
現
の
具
体
性
を
持
た
ね
ば
な 

ら
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

そ

し

て

次

い

で

「
四
依
品
」 

に
よ
り
て

又

・
言
光
明
者
名
一
ー
不 

羸 

劣
-

不
羸
劣
者
名
日
一
ー
如
来
一
又 

光
明
者
名
為-
一
智
慧
一
±6(
右
同) 

と
押
え
て
く
る
の
は' 

光
明
と
い
う
象
徴
は
不
羸
劣
如
来
で
あ
り 

智
恵
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て'

三
帰
の
課
題
が
光
明
に
お
い
て
応
え
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い 

る
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
光
明
と
は
、
無
為
法
性
よ
り
如
来
す 

る

か

ら

不

羸

劣(

常)

で
あ
り' 

真
実
法
身
よ
り
出
ず
る
か
ら
智 

慧
を
も
っ
て
一
切
衆
生
の
生
死
虚
妄
相
を
見
そ
な
わ
す
、
そ
の
よ 

う
な
働
き
で
あ
る
。

そ
し
て
三
帰
依
が
実
現
さ
れ
る
以
外
に
衆
生 

の
解
脱
の
成
就
が
あ
り
え
な
い
限
り
、
光
明
の
基
本
的
本
性
も
三 

帰
の
成
就
と
い
う
こ
と
の
外
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
浄
仏
国
土
が
光
明
と
し
て
荘
厳
さ
れ
た
願
心 

酬
報
の
世
界
で
あ
り
、
そ

の

慈

悲

・
智

恵

・
方
便
も
一
切
衆
生
に 

三
帰
を
成
就
せ
し
め
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
領
解
を
も
っ
こ
と
が 

で
き
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
光
明
摂
化
の
具
体
相
と
し
て 

展

開

さ

れ

る

「
化
身
土
巻
」

に
お
い
て
、 

此
諸
衆
生
生-

彼
宮
殿
一
壽
五
百
歳
常
否-
一
見
一
一
佛-

不

商
-
一
経 

法
一
不
一
ー
ー
見
ー
ー
菩
薩
声
聞
聖
衆
一
是
故
彼
国
土 

謂-
一
之
胎
生

(
化
身
土
『
定
本
』

ー
・
ニ
七
二) 

と
、
三
宝
に
遇
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
障
碍
を
課
題
と
し
て 

く
る
こ
と
と
別
の
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
そ
の
こ 

と

は

『
正
像
末
和
讃
』
(

仏
智
疑
惑
和
讃)

に
お
い
て
、

智

慧

・
 

慈

悲

，
仏
恩
の
欠
如
と
共
に 

「
三

宝

に

は

な

れ

た

て

ま

つ

る

」 

「
三
宝
を
見
聞
せ
ざ
る
ゆ
へ
」

「
三
宝
の
慈
悲
に
は
な
れ
た
り
」 

と
繰
り
返
し
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で



き
ょ
う
。

仏

・
法

・
僧
の
三
宝
に
帰
依
す
る
こ
と
は
、
仏
道
を
歩
む
存
在 

に
と
っ
て
の
根
本
条
件
で
あ
る
。

い
か
な
る
生
死
五
濁
の
中
に
あ 

っ
て
も
仏
道
を
歩
ま
し
め
る
三
帰
を
成
就
す
る
作
用
が
光
明
で
あ 

り
、
そ
の
場
が
浄
土
で
あ
る
。

こ
の
意
味
か
ら
光
明
の
摂
化
と
は
、
 

三
帰
を
成
就
す
る
主
体
を
三
塗
勤
心
苦
の
中
に
あ
る
衆
生
の
上
に
建 

立
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

三
帰
戒
と
い
う
こ
と
ば
も
あ
る
よ
う
に
、
三
帰
と
戒
は
深
い
関 

係
を
も
っ
て
い
る
。

三
帰
と
は
、
外
道
の
立
場
を
翻
転
し
て
仏
道 

に
入
る
と
い
う
意
義
で
あ
り
、
仏
弟
子
と
な
る
自
己
の
決
定
確
認 

で
あ
り
、
そ
の
証
し
を
身
・
口
の
行
儀
と
し
て
表
現
す
る
場
合
を 

戒
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
仏
道
を
求
め
る
な
ら
ば
仏
教
以 

外

の

立

場
(

知
的
欲
求
や
倫
理
的
欲
求)

に
よ
っ
て
求
め
る
の
で 

な
く
、
自

己

の

全

存

在

・
生
活
全
体
を
も
っ
て
仏
道
に
投
げ
出
さ 

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
。

つ
ま
り
、
仏
法
そ
の
も
の
と
し
て 

仏
道
を
求
め
る
者
、
そ
こ
に
仏
弟
子
の
誕
生
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
浄
土
と
は
、
衆
生
を
そ
こ
に
包
み
三
宝
見 

聞
の
仏
弟
子
を
生
み
立
す
国
土
で
あ
り
、
如

来

の

摂

化(

智

恵

・
 

慈
悲
・
方
便)

に
よ
っ
て
統
理
さ
れ
た
僧
伽
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 

補

説

後

述

す

る

よ

う

に

、
三
帰
戒
が
成
就
す
る
と
こ
ろ
に
仏
弟 

子
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
文

学

・
哲
学
的
、
ま

た

は

倫

理

・
名
利

的
関
心
に
よ
っ
て
仏
道
に
係
わ
る
態
度
を
批
判
す
る
原
点
も
三 

帰
戒
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
か
に
論
理
的
に
整 

合
さ
れ
て
い
よ
う
と
人
間
的
な
深
い
洞
察
を
有
っ
て
い
よ
う
と
、 

そ
こ
に
仏
道
を
仏
道
と
し
て
歩
む
基
礎
が
な
け
れ
ば
、
退
転
の 

危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
実
際
に
多
く
の
人
々
が
親 

鸞
の
思
想
に
触
れ
な
が
ら
、
や
が
て
諸
他
の
関
心
に
移
る
こ
と 

に
よ
っ
て
親
鸞
の
見
い
出
し
た
仏
道
の
課
題
さ
え
も
捨
て
て
し 

ま
う
。
仏
弟
子
を
決
定
す
る
戒
の
本
質
と
し
て
戒
体
が
問
題
に 

な
る
の
も
、
ど
こ
で
仏
弟
子
と
し
て
の
本
質
を
確
か
め
ん
と
す 

る
か
と
い
う
教
学
の
課
題
に
よ
る
の
で
あ
る
。

㈡

行

の

選

択

か

ら

主

体

の

回

向

へ 

光
明
の
摂
化
と
し
て
応
え
ら
れ
る
宗
教
的
実
存
の
事
柄
と
は
、
 

親

鸞

が

『
讃
阿
弥
陀
仏
偈
』

に
托
し
て
、
 

我
従
一
一
无
始-

循
二
三
界
一
為
二
虚
妄
輪
一
所
一
一
回
転
二
念
一
時 

所
二
造
一
業
足
繫
二
六
道
一
滞
一
一
三
塗

唯
願
慈
光
護
一
ー
念 

我
一 

令
四 

我 

不
三
失
二
菩
提
心
一(

真
仏
土
『
定
本
』

一
・
ニ
五
六) 

と
願
求
し
表
白
し
て
い
る
よ
う
に
、

五
濁
の
三
界
に
居
在
し
て
宿 

業
の
催
す
縁
を
生
き
る
と
こ
ろ
の
衆
生
が
仏
道
を
歩
む
確
信
を
求 

め
る
願
い
に
応
動
し
た
働
き
で
あ
る
。

そ

れ

は

「
菩
提
心
を
失
」 

わ
な
い
主
体
を
成
立
す
る
行
を
要
求
す
る
切
な
る
祈
り
に
応
答
す



る
も
の
で
あ
っ
た
。
摂

化

の

方

便

が

「
問
い
と
し
て
実
現
す
る
」 

こ
と
は
、
諸

行

・
万
行
と
い
う
人
間
の
様
々
な
差
別
の
条
件
の
上 

に
施
設
さ
れ
た
行
為
に
簡
ん
で
、

い

か

な

る

条

件

，
能

力

・
時

・
 

処

・
諸
縁
も
超
え
た
平
等
の
行
で
あ
る
念
仏
を
選
ぶ
具
体
的
問
い 

が
人
間
の
上
に
可
能
と
な
る
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

「あ
れ
か
、

こ
れ
か
」
と
し
て
諸
行
と
念
仏
を
廃
立
す
る
法
然
の 

仕
事
が
、
親
鸞
に
受
け
と
め
ら
れ
血
肉
化
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
問 

い
の
原
理
的
構
造
が
探
求
さ
れ
、
そ
の
背
景
に
如
来
が
宿
業
の
大 

地
に
立
っ
て
五
劫
思
惟
選
択
す
る
願
心
の
営
為
が
仰
が
れ
た
の
で 

あ
る
。

そ
の
願
心
が
衆
生
の
上
に
実
現
す
る
と
き
、

「濁

世

，
穢 

悪
」

の
現
実
を
見
据
え
、
相
対
的
行
為
に
比
し
て
絶
対
的
行
で
あ 

る
念
仏
を
選
び
取
る
と
い
う
聞
法
の
歩
み
と
し
て
成
立
す
る
の
で 

あ
ろ
う
。

こ
こ
に'

仮
令
之
誓
願
良
有
一
一
由
一
哉 

仮

門

之

教

忻

慕

之

釈

是 

弥 

明 

也

(

化
身
土
『
定
本
』

ー
・
二
九
二) 

と
讃
嘆
さ
れ
る
十
九
願
と
い
う
仮
令
の
誓
願
が
あ
る
。
 

そ
の
意
味
で' 

「化
身
土
巻
」

の
二
つ
の
問
答
も
、

念
仏
を
濁 

世
の
道
俗
の
行
と
し
て
選
択
す
る
と
い
う
十
九
願
の
摂
化
が
我
ら 

の
上
に
実
現
す
る
相
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と 

が
前
回
の
主
題
で
あ
っ
た
。

し

か

し

第

二

の

「
大
本
と
観
経
の
三 

心
と
小
本
の
一
心
の
一
異
」
を
問
う
問
答
の
中
で
は
、
第
二
十
願

，
真
門
念
仏
が
言
及
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
十
九
願
の
内
容
と
す
る 

こ
と
は
無
理
で
は
な
い
か
と
い
う
異
論
も
当
然
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
 

し
か
し
、
そ
れ
で
も' 

悲
願
の
構
造
を
推
察
す
る
と
き
、

こ
の
よ 

う
な
問
い
の
根
源
は
十
九
願
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
 

そ
の
視
点
は
前
回
に
詳
説
し
た
よ
う
に
、
十

九

・
二
十
願
と
は 

唯
一
の
方
便
悲
願
が
衆
生
の
内
に
往
生
の
阻
碍
性
を
見
い
出
し
た 

と
こ
ろ
に
、
そ
れ
を
自
覚
せ
し
め
超
克
さ
せ
る
た
め
に
展
開
し
た 

も
の
で
あ
る' 

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

二
十
願
は
十
九
願
の
課 

題
を
受
け
て
発
こ
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
十
九
願
の
内 

に
二
十
願
を
発
こ
さ
し
め
る
課
題
が
既
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を 

意
味
す
る
の
で
あ
る
。

そ

の

こ

と

は

『
化
身
土
巻
』
真

門

釈

で

「
『
阿
弥
陀
経
』

の
意
」 

(

「
化
身
土
巻
」
標
挙)

を
尋
ね
る
に
あ
た
り
、

『
観
経
』

言
仏
告 

阿

難

汝

好

・
持
ー
ー
是
語
一
持
ー
一
是
語-

者 

即
是
持
二
无
量
壽
仏
名
一
±5

『
阿
弥
陀
経
』

言
不
・
可
妙
以
ー
ー
少
善
根
福
徳
因
縁
ー
得
ー
ー
ー
生
二
彼 

国
一
聞
ー
ー
ー
説
一
ー
阿
弥
陀
仏
一
執
二
持
名
号
一
±0(

『
定
本
』

ー
・
二
九
七) 

と

『
観
経
』

の

流

通

の

文

か

ら

『
阿
弥
陀
経
』

の
執
持
名
号
の
文 

へ
と
連
引
し
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
も
窺
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の 

こ

と

は

既

に

『
観
経
』

の
願
心
の
領
受
に
よ
っ
て
、

「無
量
寿
仏



の
名
を
持
つ
」

こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
、
更
に 

『
阿
弥
陀
経
』

は

そ

の

課

題

を

受

け

て

「
阿
弥
陀
仏
を
説
く
を
聞 

き
て
名
号
を
執
持
せ
よ
」
と
聞
・
執
持
を
勧
励
す
る
こ
と
に
あ
る

②

こ
と
を
顕
示
し
て
い
る
。

正

し

く

『
阿
弥
陀
経
』

の
精
神
で
あ
る 

真
門
の
誓
願
は
、
選
び
と
っ
た
念
仏
に
真
に
帰
依
す
る
こ
と
が
困 

難
な
人
間
の
課
題
を
、
念
仏
を
選
び
と
る
営
為
の
中
で
発
見
さ
れ 

明
確
化
さ
れ
て
き
た
願
心
で
あ
る
。

つ
ま
り
相
対
的
諸
行
に
簡
ん 

で
絶
対
易
行
の
念
仏
を
選
ぶ
こ
と
が' 

実
は
そ
の
ま
ま
念
仏
に
よ 

っ
て
し
か
超
克
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
相
対
的
主
体
と
い
う
課
題 

を
衆
生
に
露
わ
に
し
凝
視
せ
し
め
て
く
る
の
で
あ
る
。
実
は
こ
こ 

に
立
て
ば
、

そ
の
問
い
自
身
が
示
す
よ
う
に
、

「大
本
の
三
心
と 

観
経
の
三
心
」

と
の
問
答
も
、

「
大

本

・
観
経
の
三
心
と
小
本
の 

-

心
」

と
の
問
答
も
、
往
生
存
在
を
誕
生
さ
せ
る
行
を
選
択
す
る 

こ
と
を
基
点
と
し
て
、
選
択
す
る
心
の
課
題
が
徹
底
し
て
問
わ
れ 

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
に
十
九
願
と
は' 

行
を 

選
択
摂
取
し
て
い
く
形
を
と
り
な
が
ら
、
実
は
往
生
の
主
体
を
衆 

生
に
提
起
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
、

二
つ
の
問
答
が
終 

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、

三

経

一

心

之

義

答

竟
(
『
定
本
』

ー
・
ー
ー
九
四) 

と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
〇

四
依
弘
経
大
士
ニ
ニ
朝
浄
土
宗
師
・
開
一
一
真
宗
念
仏

導=

濁

世
邪
偽
ー(

右
同)

と
い
う
こ
と
も
、 

暴
風
駛
雨
の
ご
と
き
散
乱
篦
動
の
人
生
を
生
き 

る

衆

生

の

上

に

「
心
堅
牢
に
し
て
移
転
せ
ず
」

「
不
散
不
失
」

な 

る

「
執
持
」
、

「
无
二
」

に

し

て

「
真
実
」
な

る

「
一
心
」

の
主
体 

を
成
立
さ
せ
往
生
存
在
と
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

往
生
の
純
粋
的
主
体
を
求
め
た
と
こ
ろ
に
真
宗
の
伝
統
が
あ
る
の 

で
あ
る
。

ゆ

え

に

「
正
し
く
往
生
浄
土
を
明
す
教
」
(
『
選
択
集
』 

教
相
章)

と
し
て
の
浄
土
の
三
部
経
は
、

今
按
二
三
経
一
皆
・
以

・
金
剛
真
心
為
二
最
要
一(

右
同) 

と

「
金
剛
の
真
心
」

を
往
生
存
在
に
お
け
る
至
要
の
事
項
と
す
る 

と
こ
ろ
に
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
三
経
と
い
う
も
畢
竟' 

衆
生
に
一
心
を
成
立
す
る 

こ
と
の
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
問
答
を
通
し
て
我
ら
に
教
え 

ら
れ
る
の
は
唯
一
事
で
あ
り
、

夫
濁
世
道
俗
応
卞
速
入
ー
ー
円
修
至
徳
真
門-

願
キ
難
思
往
生
上

(

右
同) 

と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に' 

濁
世
の
道
俗
に
と
っ
て
、
仏
道
を
歩
む 

主

体(

一
心)

を
確
保
す
る
方
途
は
、
円
修
至
徳
の
真
門
に
入
り
て 

自
我
の
分
別
を
離
れ
て
歩
む
こ
と
を
願
う
願
生
者
と
し
て
誕
生
す 

る
し
か
な
い
と
い
う
厳
粛
な
る
決
定
で
あ
る
。
真
門
は
衆
生
を
悲 

引
す
る
門
と
し
て
建
設
さ
れ
た
方
便
で
あ
る
が
ゆ
え
の
課
題
と
し



て
衆
生
の
行
信
の
課
題
性
を
内
に
孕
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
、
真
門 

の
方
便
の
精
神
の
内
に
は
、
既

に

衆

生

に

「
執
持
一
心
」
を
成
就 

す
る
上
に
陥
穽
る
難
関
が
観
察
さ
れ
て
あ
る
。

真
門
が
方
便
で
あ 

る
所
以
は' 

こ
の
難
関
を
見
い
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
作
動
す
る 

と
こ
ろ
に
あ
る
。

自

心

へ

の

執

着

，
仏
智
疑
惑
と
い
う
難
関
を
わ 

れ
ら
に
自
覚
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
疑
な
る
自
己
に
帰
る
欲 

求
を
発
起
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ

れ

ゆ

え

に

「
真
門
の
方
便
」 

に

よ

っ
て

明

ら

か

に

さ

れ

る

「
心
」
と
は
、
 

雑
心:

：:

以
ニ
助
正
間
雑
心
一
称
ー
ー
念
名
号
一 

定
散
之
専
心:

：:

以

6
.

信
ニ
罪
福
一
心
ー
ー
ー
願
一
一
求
本
願
力
一

(

『
定
本
』

ー
・
二
九
五) 

と
、
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
主
体
の
迷
執
の
底
に
、 

そ
れ
を
自
覚
せ
し
め
、
翻
し
転
じ
る
働
き
と
し
て
与
え
ら
れ
て
あ 

る

行

が

「
善
本
」

「徳
本
」

の
念
仏
で
あ
る
。

真
門
と
は
こ
の
有 

限
な
る
心
と
無
限
な
る
行
の
構
造
を
と
っ
て
、
無
限
に
後
退
し
て 

自
意
識
の
対
象
と
な
る
こ
と
の
な
い
主
体
の
固
執
を
、
矛
盾
的
に 

自
証
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
真
門
念
仏 

の
行
者
は
こ
の
真
門
方
便
の
構
造
力
に
よ
り
て
、
疑
惑
を
意
識
し
、
 

「深
く
自
ら
悔
責
」
す
る
存
在
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う 

に
し
て
、
自
ら
願
海
の
内
に
あ
っ
て
外
と
す
る
執
を
自
覚
せ
し
め 

て
、
か
え
っ
て
願
海
内
存
在
で
あ
る
こ
と
を
欲
求
せ
し
め
る
の
で

あ
り' 

換
言
す
れ
ば
そ
こ
に
願
成
就
と
し
て
現
前
す
る
本
来
の
自

③
 

己
を
仰
ぐ
存
在
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。 

こ

と

に

善

本

・
徳
本
と
し
て
開
演
さ
れ
る
功
徳
蔵
と
は
、
衆
生 

の
あ
ら
ゆ
る
相
対
的
諸
善
に
比
校
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
的 

行
と
し
て
表
示
さ
れ
た
名
号
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
限
り
な
く 

相
対
的
行
業
に
執
し
て
い
く
衆
生
を
破
り
続
け
て
い
く
の
で
あ
る
。
 

絶
対
的
行
と
は
、
は
か
ら
い
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
自
我
の
固
執 

を
破
る
実
相
の
自
己
か
ら
の
働
き
か
け
で
あ
る
。

い
か
に
努
力
の 

諸
善
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
自
己
を
自
覚
す
る
わ
け 

に
は
い
か
な
い
。
自
己
は
自
己
の
働
き
に
よ
っ
て
自
覚
す
る
し
か 

な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
自
己
か
ら
の
働
き
と
い
う
質
を
顕
示
す
る 

の

が

「
本
願
の
正
定
業
と
し
て
の
念
仏
」
と
い
う
表
現
で
押
え
ら 

れ
る
名
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
主
体
に
お
け
る
執
心
の
深
み
の
問
題
に
対
し
て
、
 

然
則
釈
迦
牟
尼
仏
開
ニ
演 

功
徳
蔵
一
勧
二
化 

十
方
濁
世
ー 

阿
弥
陀
如
来
本
発
一
一
果
遂
之
誓-

悲
ー
ー
引 

諸
有
群
生
海- 

既 

而 

有
二
悲
願
ー(

『
定
本
』

ー
・
二
九
五) 

と
、
固
持
せ
ん
と
す
る
自
心
を
破
り
、
有
無
を
い
わ
さ
ぬ
存
在
の 

真
の
主
体
の
象
徴
で
あ
る
願
海
へ
悲
引
せ
ん
と
す
る
誓
い
が
発
起 

さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
悲
願
で
あ
る
二
十
願
の
内
実
が
次 

い
で
述
べ
ら
れ
て
く
る
。



0
 

従
来
か
ら
、
十
九
願
位
の
念
仏
は
諸
行
随
一
の
念
仏
で
行
行
相
対 

の
定
散
の
「
自
力
称
名
念
仏
」
で
あ
り
、
ま
た
二
十
願
位
の
念
仏
は 

「
善
本
徳
本
の
名
号
を
え
ら
び
て
万
善
諸
行
の
少
善
を
さ
し
お
く
」 

も
の
で
あ
る
と
区
別
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
三
願
に
三 

機
三
往
生
を
配
当
す
る
『
三
経
往
生
文
類
』
に
依
拠
す
る
考
え
方
で 

あ
ろ
う
。
し
か
し
『
教
行
信
証
』
の
方
便
の
二
願
の
重
畳
的
構
造
を 

考
察
し
て
い
く
上
で
は
、
三
人
の
法
門
と
い
う
並
列
的
理
解
は
適
当 

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

@
 

『
観
経
』

か

ら

『
阿
弥
陀
経
』

が
展
開
す
る
理
由
を
『
漢
語
灯 

録
』
巻

三

「
小
経
釈
」
に
お
い
て

『
観
経
』
中
始
広
説
諸
行
遍
逗
機
縁
後
廃
諸
行
只
念
仏
一
門
。
然 

猶
彼
経
諸
行
文
広
、
念
仏
文
狭
。
初
心
学
者
易
迷
、
是
非
難
決
。
 

故
今
此
経
廃
諸
行
往
生
、
復
次
明
但
念
仏
往
生
、
於
ー
一
念
仏
行
一
為
レ 

生
一
一
決
定
心
二
『聖
全
』
四
・
三
六
三) 

と
述
べ
る
こ
と
か
ら
も
窺
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

③

恒
沙
の
諸
仏
が
証
誠
す
る
絶
対
的
善
本
徳
本
が
与
え
ら
れ
る
こ
と 

に
よ
っ
て
、

自
力
の
執
心
が
翻
知
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、

「
願
と
し
て 

現
前
す
る
本
来
の
自
己
」
と
し
て
表
示
さ
れ
る
「
恒
沙
の
信
」
こ
そ 

が
真
の
「
執
持
・
一
心
」
と
い
う
仏
道
の
主
体
で
あ
る
こ
と
が
返
照 

さ
れ
る
。
真
門
の
誓
願
は
ど
こ
ま
で
も
衆
生
を
仏
道
の
真
の
主
体
へ 

勧
励
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
「
専
ら
奉
え
唯
だ
崇
め
よ
」
と 

勧
励
さ
れ
る
主
体
と
は
真
実
の
行
信
で
あ
る
。

ニ

清

浄

有

戒

者
 

㈠

果

遂

の

誓

願
 

第
二
十
願
果
遂
の
誓
願
を
親
鸞
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
 

是

以

『
大
経
』

願

言

・
設
我
得
一
一
仏-

十
方
衆
生
聞
一
我
名 

号
-

係
ー
ー
念
我
国-

植
ー
ー
諸
徳
本
一
至
一
心
一
回
向
欲
ー
ー
ー
生
一
一
我
国- 

不
二
果
遂
ー
者
不
三
取
二
正
覚
一
又
言 

於
二
此
諸
智
一
疑
惑 

不
二 

信
一
然 

猶
信
二
罪
福
一
修
ー
ー
習
善
本
ー
願
ー
ー
ー
生
一
ー
其
国
一
此
諸
衆
生 

生
一
ー
彼
宮
殿
一
又
言
若
人
無
二
善
杏
不
ぬ
得
商
一
一
此
経
一
清
浄 

有
一
ー
戒-

者
乃
獲
一
ー
ー
聞
ー
一
正
法
一
田(

『
定
本
』

ー
・
ー
ー
九
六) 

こ

の

部

分

に

は

『
大
経
』

の
文
が
三
文
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、

こ 

の
第
二
文
が
第
二
十
願
の
成
就
の
文
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と 

が
多
い
。

し
か
し
第
二
文
に
対
し
て
、
願
成
就
の
文
で
あ
る
と
の 

指
定
も
な
い
し
、

第
一
文
の
後
に
、

『
教
行
信
証
』

に
お
け
る
文 

章

の

切

れ

目

を

指

示

す

る

「
已
上
」
と
い
う
語
も
置
く
こ
と
な
く
、
 

第
三
文
目
ま
で
連
続
し
て
引
用
し
て
い
る
。

又' 

こ
の
三
文
は 

『
大
経
』

の
中
か
ら
引
か
れ
て
い
る
が
、

第

二

文

と

第

三

文

は 

『
大
経
』

の
次
第
か
ら
い
え
ば
順
序
が
逆
転
し
て
引
用
さ
れ
て
お 

り
、

こ
の
こ
と
は
、

こ
の
三
文
が
三
つ
の
独
立
し
た
並
列
的
引
用 

で
は
な
く
、 

一
連
し
て
読
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
意
味
を
有
た
せ
よ



う
と
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

こ
の
三
文
を
、

「
已
上
」 

ま
で
一
気
呵
成
に
誦
し
て
み
る
と
き
、
三
文
は
全
く 

一
つ
の
「『
大 

経
』

の
願
」
文
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
中
の
一
文
を
抽
出
し 

て
成
就
文
と
す
る
の
は
、

い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。

「
願
に
の 

た
ま
わ
く
」
と
始
ま
り
、 

「
乃
し
正
法
を
獲
ん
」

に
到
る
ま
で
、
 

全
て
我
等
に
呼
び
か
け
る
一
願
の
声
で
あ
る
と
聞
く
こ
と
が
許
さ 

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
三
文
は
一
連
し
て
、
方
便
真 

門

の

勧

化

・
悲
引
の
精
神
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
だ
と
。
 

従
来
、
第
一
文
の
第
二
十
願
文
の
み
が
果
遂
の
誓
願
の
表
意
で 

あ
る
と
捉
え
て
、
第
二
文
は
二
十
願
成
就
の
文
を
、
第
三
文
は
行 

者
の
宿
善
の
意
識
を
表
わ
す
も
の
と
領
解
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し 

こ
の
三
文
は
交
互
に
展
転
し
て
果
遂
の
誓
願
の
意
を
表
現
す
る
。
 

第
一
文
の
第
二
十
願
の
願
事
は
、
散
乱
篦
動
し
て
止
ま
な
い
衆 

生
の
生
活
の
上
に
ど
の
よ
う
に
し
て
、

「我
が
国
に
生
ま
れ
ん
と 

欲
」
う
主
体
を
成
立
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

そ
し
て
そ
の 

生
活
を
統
一
す
る
方
途
と
し
て
、

「
至
心
回
向
」

の
主
体
を
、

我 

が
名
、
我
が
国
を
通
し
て
与
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
こ
の
願
の 

独
特
性
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
願
事
自
体
の
内
に
、
念
仏 

往
生
を
成
立
せ
ん
が
た
め
の
ゆ
え
の
難
関
が
孕
ま
れ
て
い
る
の
で 

あ
る
。

そ
れ

は

親

鸞

が

異

訳

の

『
如
来
会
』

に
よ
っ
て
、

『
無
量
寿
如
来
会
』

言 

若
我
成
仏 

无
量
国
中 

所
有
衆
生 

・
聞
ー
ー
ー
説=

我
名
一
以
・
己 

善
根 

回
ー
ー
向
極
楽
一
若
不
二
生

者
乎
一
ー
取
ー
ー
菩
提
一
±0(

同

右2

一
九
六) 

と

再
度
確
か
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
「
我
が
名
を
説 

く
を
聞
き
て
以
て
己
れ
が
善
根
と
し
て
極
楽
に
回
向
」
す
る
と
い 

う
衆
生
の
逃
れ
が
た
い
自
我
の
固
執
が
見
い
出
さ
れ
て
く
る
の
で 

あ
る
。

そ
こ
に
ど
こ
ま
で
も 

「
果
し
遂
げ
ず
ん
ば
正
覚
を
取
ら 

じ
」
(

『
大
経
』)

と
い
う
誓
願
が
建
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の 

で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
第
二
文
は
、 

正
し
く
こ
の
徳
本
を
与
え
よ
う
と
す 

る
願
に
内
在
す
る
自
心
の
固
執
の
因
相
を
、

㈠

此
の
諸
智
に
於
て
疑
惑
し
て
信
ぜ
ず
…
…
不
信 

㈡

猶
、
罪

福

を

信

じ

て

信

 

「
善
本
を
修
習
す
る
」

と

い

う

か

た

ち

で

押

え

、

そ
の
報
い
を 

「
彼
の
宮
殿
に
生
ま
る
」

と
い
う
果
相
で
教
示
す
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
こ
の
句
は
、 

成
就
文
と
い
う
よ
り
も.
ど
こ
ま
で
も
願 

の
声
を
聞
き
と
る
衆
生
に
、
深
く
自
心
に
潜
在
す
る
執
の
相
を
教 

示
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
教
示
を
承
け 

て
真
の
仏
道
の
主
体
へ
の
自
覚
を
促
す
の
が
第
三
の
結
句
で
あ
る
。 

若
し
人
、
善
本
無
け
れ
ば
、
此
の
経
を
聞
く
こ
と
を
得
ず
。
 

清
浄
に
戒
を
有
て
る
者
、
乃
し
正
法
を
聞
く
こ
と
を
獲
ん
、



と
。

已
上

こ
の
一
句
こ
そ
は
、
衆

生

の

上

に

「
聞(

此

経

・
正
法)

」
と
い 

う
事
実
が
獲
得
さ
れ
る
基
底
を
、
衆
生
に
開
示
し
自
覚
さ
せ
た
い 

と
い
う
願
意
を
表
わ
す
文
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
ら
が
念
仏
の 

真
門
に
触
れ
る
こ
と
は
容
易
な
出
来
事
で
は
な
い
。

善
本
と
い
う
衆
生
の
た
め
に
無
数
劫
に
勤
心
苦
す
る
因
位
の
如
来 

の
嘉
名
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
本
願
を
説
示
す
る
教
言
を 

聞
く
と
い
う
現
実
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、

「清
浄
に
戒
を
有
つ
者
」

だ
け
が
今
こ
こ
に
正
法
を
聞 

く
こ
と
を
獲
る
主
体
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は. 

絶
対
的
な
念
仏
を
選
び
と
り
な
が
ら
、
相
対
的
な
我
が
主
体
に
依 

頼
し
、
分
別
に
依
頼
し
、
能
力
に
依
頼
し
、
我
の
行
う
道
徳
行
為 

を
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「其
の
国
に
生
ま
れ
ん
と
願
」
じ 

て
、
宮
殿
と
い
う
閉
鎖
さ
れ
た
精
神
世
界
に
堕
在
す
る
存
在
に
、
 

は
か
ら
い
を
超
え
た
聞
法
の
主
体
を
開
示
し
、
選
択
の
願
海
に
悲 

引
し
よ
う
と
す
る
如
来
の
悲
痛
な
る
祈
り
で
あ
る
。

つ
ま
り' 

こ
の
悲
願
は' 

念
仏
が
人
間
の
知
識
や
感
情
や
意
志 

の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
な
く
、

「宿
業
平
等
の
大
地
」
(
曾
我 

量
深)

と
呼
ば
れ
る
人
間
存
在
の
上
に
発
こ
さ
れ
た
願
に
よ
っ
て 

建
立
さ
れ
た
行
で
あ
る
こ
と
を
証
し
し
よ
う
と
す
る
。

こ

の

「
果 

遂
の
ち
か
い
に
帰
し
て
こ
そ
」
衆
生
は
自
我
意
識
の
固
執
を
限
り

な
く
破
り
つ
づ
け
今
現
在
の
弘
願
を
開
示
す
る
門
に
入
る
こ
と
が 

で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
聞
法
の
主
体
に
視
点
を
定
め
る
な
ら
ば
、 

こ

の

一

句

に

「
果
し
遂
げ
ん
」
と
い
う
願
意
は
集
約
さ
れ
て
く
る 

と
領
解
で
き
る
。
後
に
こ
の
句
を
助
顕
す
る
た
め
に
引
か
れ
る
異 

訳

の

『
平
等
覚
経
』

の
中
で
は
、

唯
有
二
清
浄
戒
ー
者
乃
還
聞
二
斯
正
法
一(
中
略)

人
之
命
希 

可
ー
ー
得
一
仏
在
一
一
世
一
甚
難
値-

有
一-

信
慧
一
否
ー
ー
可-
一
致
一
若
聞 

見

精

進

求

お
(

右

同

・
二
九
六) 

と
訓
じ
て
、
勧
励
の
意
味
を
強
調
し
て
教
示
す
る
の
で
あ
る
。
 

宿
業
に
よ
っ
て
状
況
か
ら
状
況
へ
翻
弄
さ
れ
る
衆
生
に
と
っ
て
、
 

仏
法
を
聞
信
す
る
主
体
を
獲
得
す
る
こ
と
は
な
ん
と
困
難
な
こ
と 

で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
そ
れ
以
上
に
、
執
心
深
い
存
在
に
と
っ
て
、
 

そ
の
主
体
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
困
難
を
極
め
る
こ
と
で 

あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
領
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
衆
生
の 

「
聞
仏
説
法
」

の
機
と
し
て
の
根
底
を
、

「清
浄
に
戒
を
有
つ
」 

と
い
う
表
現
に
托
し
て
、
真
の
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
求
め
さ
せ 

る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ

こ

に

い

う

「清
浄
有
戒 

者
」
と
は
如
来
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
る
真
の
実
存
で
あ
り
、
 

同

時

に

「
汝
は
清
浄
に
戒
を
有
て
る
者
で
あ
る
か
」

と
い
う
主
体 

を
存
在
の
根
底
よ
り
問
い
質
す
声
で
あ
る
。



ゆ
え
に
、

こ

の

「
清
浄
有
戒
者
」(
『
平
等
覚
経
』)

の
こ
と
ば
は 

「行
巻
」

に
引
か
れ
て
、
衆
生
が
い
か
に
煩
悶
苦
悩
の
中
に
あ
ろ 

う
と
も
、
そ
の
た
だ
中
に
能
く
生
じ
る
宗
教
心
の
主
体
を
指
し
示 

す
の
で
あ
る
。

い
か
に
逆
境
に
落
ち
て
も
絶
望
せ
し
め
ず
、

い
か 

に
順
境
に
あ
っ
て
も
我
を
忘
れ
し
め
な
い
よ
う
な
自
己
が
開
示
さ 

れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は' 

人
間
が
ど
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い 

を
し
て
も' 

人
間
で
あ
る
事
実
を
破
る
こ
と
が
で
き
な
い' 

そ
の 

よ
う
な
人
間
は
ど
こ
に
成
り
立
ち
、
 

定

散

の

意

識

を

超

え

た

「
現

③

前
の
境
遇
に
落
在
す
る
」
自
己
を
ど
こ
に
見
い
出
す
か
と
い
う
問 

い
で
あ
る
。

で
は
、
親

鸞

は

仏

弟

子

の

基

点

と

し
て

の

「
戒
」
を
ど
の
よ
う 

な
こ
と
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

①
 

『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
は
第
二
十
願
成
就
文
は
な
い
、
こ
と
を 

指
示
し
て
い
る
先
輩
も
多
い
。

@

従
来
の
宿
善
の
理
解
に
は
お
よ
そ⑷

過
去
に
積
ん
だ
さ
ま
ざ
ま 

の
善
根 

何
過
去
に
お
い
て
念
仏
の
法
門
に
出
遇
っ
た
功
徳
、
と
い 

う
二
種
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
行
者
の
自
力
の
宿
善
と
し
て
理
解
し 

て
い
る
よ
う
だ
。

@
 

『
わ
が
信
念
』
清
沢
満
之 

㈡

戒

不

具

足

 

親
鸞
が 

「
清
浄
有
戒
者
」

と
い
う
呼
び
か
け
に
見
い
出
し
た

「戒

」
と
は' 

仏
道
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
を
も
つ
の
で
あ
ろ 

う
か
。

特
に
、

果
遂
の
誓
願
か
ら
展
開
す
る
真
門
釈
に
お
い
て 

『
涅
槃
経
』

が
引
用
さ
れ
て
、

「戒
不
具
足
」

が
論
じ
ら
れ
て
い 

る

こ

と

は

清

浄

「
戒
」

の
理
解
に
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
 

こ
こ
は
、

不
定
な
る
衆
生
に
難
信
の
一
心
を
成
就
す
る
た
め
に 

善
知
識
と
し
て
働
く
摂
化
を
確
か
め
る
に
先
立
っ
て
、
そ
の
阻
害 

の
事
実
と
し
て
、
信

・
戒

・
聞
の
三
つ
の
不
具
足
が
論
じ
ら
れ
る 

箇
処
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』

の
原
文
と
比
べ
る
と
相
当
の
移
動
や 

省
略
が
あ
り
随
分
と
異
な
っ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、 

『
教
行
信
証
』

の
文
脈
に
随
っ
て
読
ん
で
い
く
な
ら
ば
、
大
き
く 

三
つ
の
段
落
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

「善
男 

子
、
信
に
二
種
有
り
」

か

ら

始

ま

っ

た

信

不

具

足

の

文
は

「
名
け 

て
信
不
具
足
と
為
す
」
と
い
う
句
ま
で
で
一
往
の
完
結
を
み
、
「
云 

何
な
る
を
か
聞
不
具
足
と
為
る
」

か
ら
は
聞
不
具
足
が
展
開
さ
れ 

る
の
で
あ
り' 

そ
の
間
は
す
べ
て
戒
不
具
足
の
釈
で
あ
る
と
配
す 

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

そ

し
て

戒

不

具

足

の

文

は 

「
戒
不
具
足
、
是
の
人
は
信
戒
の
二
事
を
具
せ
ず
」
と
信
不
具
足 

を

承

け

て

「
所
楽
多
聞
に
し
て
亦
不
具
足
な
り
」
と
聞
不
具
足
を 

起
こ
し
て
く
る
よ
う
な
意
義
を
持
つ
。

「
信
巻
」
で
は
、
信
不
具 

足
と
聞
不
具
足
の
み
が
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
信
・
戒 

・
聞
と
戒
不
具
足
が
加
え
ら
れ
て
く
る
。
こ
こ
に
真
門
の
課
題
の



独
自
性
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
従
来
よ
り' 

戒
不
具
足
の
文 

の
位
置
付
け
が
不
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
前
述
し
て 

き

た

よ

う

な

「
戒
」

の
視
点
に
立
っ
て
見
直
せ
ば
、
戒
不
具
足
は

②
 

次
に
述
べ
る
二
つ
の
事
項
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
 

こ
こ
で
は
、
本
文
に
順
い
な
が
ら
要
点
を
絞
っ
て
考
察
す
る
。
 

⑹

龍
出
還
復
没 

第
一
は
、

「善
男
子' 

四
善
事
悪
果
を
獲
得
せ
ん
」

と
い
う
課 

題
が
始
め
に
提
起
さ
れ
、
次
い
で
悪
果
を
得
る
四
事
を
あ
げ
た
上 

で
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
す
る
衆
生
の
宗
教
生
活
の
現
実
を
、
 

若
人
修
砂
習
如
ー
ー
是
一
四
事
ー
ー
ー
是
名
一-
没 

没
已
還
出
出
已
還
没- 

(
「
化
身
土
」
引

用

『
涅
槃
経
』
迦
葉
品
・
『
定
本
』

二
三
〇
四) 

と
表
わ
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
黒
闇
生
死
海
に
お
い
て
迷
没
し
て 

き
た
存
在
が
稀
に
も
本
来
性
を
回
復
す
る
仏
道
を
聞
く
縁
に
遇
い 

な
が
ら
、

「邪
見
を
増
長
し
、

僑
慢
を
生
」
じ
て
自
心
の
執
に
迷 

惑
し
、
本
来
の
自
己
を
見
失
う
と
い
う
痛
ま
し
い
現
実
と
し
て
表 

示
さ
れ
て
い
る
。

そ

れ

は

『
阿
弥
陀
経
』

が
問
題
と
し
よ
う
と
す 

る

「
不
定
聚
の
機
」
と
い
う
存
在
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方 

を
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

是
故
我
於
ー
ー
経
中-

説
一
ー
偈-

若
有
ー
一
衆
生-

楽
ニ
諸
有
一
為
一
一
有- 

造
一
一
作
善
悪
業
一
是
人
迷
ー
ー
失 

涅
槃
道
一
是
名
一
塹
出
還
復 

没
一
行
ー
ー
ー
於
ー
ー
黒
闇
生
死
海
一
雖
一
ー
ー
得
ー
ー
解
脱-

雑
一
一
煩
悩
一
是
人
還

受
ー
ー
悪
果
報-

是
名
一
ー
蹩
出
還
復
没
一(
右
同) 

実

に

「
蹩
出
還
復
没
」
と
は
、
仏
道
を
歩
む
存
在
に
と
っ
て
、
千 

載
一
遇
の
機
会
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
傷
み
恥 

ず.
へ
き
事
件
で
あ
る
。

こ

こ

に

は

求

道

に

お

け

る

清

浄

性(

純
一 

無

雑

性

・
無
漏
性)

と

清

浄

な

る

が

故

の

持

続

性(

不
退
性)

の 

欠
如
、

い
わ
ゆ
る
不
定
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
と
に
仏
道 

を

歩

む

不

退

・
正
定
な
る
主
体
を
確
立
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て 

い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

⑹

二
種
の
涅
槃

第
二
は
、
第
一
の
仏
道
に
お
け
る
清
浄
性
と
持
続
性
の
課
題
を 

受
け
て' 

そ
れ
を
支
え
る
基
底
を
、

如
来
則
有
二
ニ
種
涅
槃
一
一
者
有
為
二
者
無
為(
右
同) 

と
、

二
種
の
涅
槃
が
有
る
こ
と
を
示
し
、
有
為
涅
槃
に
よ
っ
て
は. 

8

出
還
復
没
と
い
う
無
常
な
る
主
体
し
か
開
示
さ
れ
な
い
こ
と
を 

確
か
め
る
。

つ
ま
り
有
為
と
い
う
相
対
的
条
件
的
な
立
場
に
立
つ 

て
表
わ
さ
れ
た
涅
槃
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
人
間
の
業
に
よ
っ
て
現 

象
す
る
と
こ
ろ
の
因
果
で
、
真
の
仏
道
を
歩
む
恒
常
不
変
の
主
体 

は
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
諸
縁
を
生
き
る
衆
生 

に' 

真

に

「
楽
我
浄
」
な
る
主
体
の
根
拠
を
求
め
る
な
ら
ば
無
為 

な
る
涅
槃
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
か
す
。
 

有
一
ー
常
人-
深
信
卞
是
二
種
戒
俱
有
・
因
果
上
是
故
名
為
一
一
戒-



(

右
同) 

「
如
来
に
則
ち
二
種
の
涅
槃
有
り
」

と

い

う

二

種

涅

槃

と

「
常
人 

有
り
て
深
く
是
の
二
種
の
戒
俱
に
因
果
有
り
と
信
ぜ
む
」

と
い
わ 

れ
る
二
種
戒
と
は
、

『
涅
槃
経
』

の
原
文
で
は
全
く
別
の
箇
処
で 

あ
る
が
、

こ
こ
で
の
文
脈
は
別
の
事
項
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の 

で
は
な
い
と
思
う
。

三
帰
戒
の
理
解
な
ど
を
通
し
て
、
涅
槃
へ
趣 

く
方
向
を
決
定
す
る
生
活
の
姿
勢
・
根

拠

・
立
場
を
戒
と
呼
ぶ
こ 

と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
涅
槃
に
二
種
有
る
こ
と
は' 

涅
槃
に
趣 

向
す
る
戒
に
も
二
種
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ

の

「常
人
」

の 

句
の
意
味
は
、

い
ま
だ
よ
く
領
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
お 

そ
ら
く
、

二
種
の
涅
槃
に
立
脚
す
る
二
種
戒
が
と
も
に
、
 

如
来
の 

説
示
で
あ
る
こ
と
の
意
義
を
、

「深
信
」
す

る

こ

と

以

外

に

「
戒
」 

も
な
く
、

「常
人
」

な
る
主
体
も
な
い
こ
と
と
し
て
述
べ
て
い
る

③
 

の
で
あ
ろ
う
か
。

戒
不
具
足 

是

人

・
不
一
ー
ー
具
一
ー
信
戒
二
事
一
所
楽
多
聞 

亦
不 

具

足

(

同
ム
ー
〇
五)

こ
の
よ
う
に
信
の
内
的
要
素
と
し
て
戒
を
見
い
出
す
こ
と
に
よ
っ 

て
、
戒
に
迷
い
戒
を
失
う
こ
と
に
よ
る
現
実
態
の
押
え
を
通
し
て
、
 

さ
ら
に
そ
の
現
実
の
根
拠
と
し
て
の
涅
槃
の
質
を
明
ら
か
に
す
る
。
 

真
に
清
浄
な
戒
に
無
知
で
あ
り
無
自
覚
で
あ
る
た
め
に
善
事
を
も 

っ
て
悪
果
に
還
っ
て
い
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

悪

果
を

招
報
す

る
四
善
事
は

約
ま
る
と
こ

ろ

「
諸
有
を
楽
い
て 

有
の
為
に
す
る
」

か

「
解
脱
を
得
る
と
雖
も
煩
悩
を
雑
す
る
」

か 

と
い
う
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
ど
こ
ま
で
も
業
で
あ
っ
て
行 

で
は
な
い
。
業
は
た
と
え
善
で
あ
っ
て
も
有
為
涅
槃
に
依
止
し
て 

い
る
限
り
有
漏
で
あ
り' 

行
は
無
為
涅
槃
に
立
脚
す
る
と
こ
ろ
に 

成
立
す
る
カ
用
で
あ
る
。
業
を
行
と
迷
謬
す
る
の
は
顚
倒
で
あ
る
。
 

清
浄
業
と
は
た
だ
従
如
来
生
す
る
行
の
み
で
あ
る
。
 

信
戒
の
二
事
を
具
さ
な
け
れ
ば
聞
の
主
体
が
不
具
足
に
堕
す
る
。
 

信

の

清

浄

性(

無

漏

・
涅
槃)
-

持

続

性(

常
-

無
為)

と

し
て

の
戒 

が
確
立
し
な
け
れ
ば
、

い

か

に

「
所
楽
多
聞
」

で

あ

っ

て

も

「
ま 

た
不
具
足
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
惹
起
す
る
の
で
あ
る
。
換
言 

す
れ
ば
、

こ
こ
に
戒
と
は
衆
生
に
お
い
て
聞
思
の
宗
教
生
活
を
尽 

さ
し
め
る
根
拠
と
し
て
見
い
出
さ
れ
て
あ
る
。
信
は
、.
内
的
要
素 

と
し
て
戒
の
意
義
を
有
っ
て
、
仏

道

を

仏

道

と

し

て

求

め(
執
持)

、 

仏
道
を
阻
害
す
る
仏
道
外
的
要
素
を
抉
出
し
訣
別
し
て
い
く
清
浄 

性
を
も
つ
信
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

執

持

名

号

・
善
知
識
と
い
う
方
便
真
門
の
主
題
も
こ
の
よ
う
な 

不
定
性
に
悲
し
む
仏
弟
子
の
要
請
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
。
 

補

説

二

種

の

涅

槃

が

建

て

ら

れ

る

の

は' 

「如
来
の
身
を
説
く 

に
、

お
お
よ
そ
二
種
あ
り
。

一
つ
に
は
生
身
、

二
つ
に
は
法 

身
。
」
(

「
真
仏
土
巻
」
引

用

『
涅
槃
経
』)

と

い
う
句
と
呼
応
す
る



意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
 

ー
き
ヽ
有
為
…
縁
起
…
生
身
ノ 
ロ
こ
、
，
1
 

涅
槃
へ 

〉
如
来
身 

ヽヽ 

/

無
為

…
性
起
…
法
身
、 

と
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
縁
起
的
存
在
と
し
て
の
如
来 

生
身
が
示
す
涅
槃
と
、
性
起
的
存
在
と
し
て
の
如
来
法
身
が
示 

す
涅
槃
と
が
有
り
、
そ
の
二
種
は
、
そ
の
ま
ま
衆
生
に
開
示
さ 

れ
る
存
在
の
不
一
に
し
て
不
離
な
る
両
面
の
意
義
で
あ
る
と
い 

え
よ
う
。

①
 

従
来
、

こ
の
箇
処
は
真
門
釈
の
中
で
も
「
勧
信
誡
疑
」

「
善
知
識 

釈
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
金
子
大
栄
は
「
難
信
の
法
」
と
し
て
捉 

え
て
い
る
。

② 

皆
往
院
鳳
嶺
は
「
信
戒
不
具
足
文
二
。

初
引
暫
出
還
没
文
。

二 

引
信
戒
不
具
足
文
。
」

と
述
べ
、

更
に
信
戒
不
具
足
を
聞
不
具
足
の 

た
め
の
入
要
の
文
と
し
て
、

「
信
心
な
き
も
の
の
戒
を
修
す
る
は
持 

戒
を
成
就
せ
ぬ
ゆ
え
に
」
と
理
解
す
る
。
ま
た
暫
出
還
没
の
文
は
、
 

信
不
具
足
に
も
戒
不
具
足
に
も
収
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
領
解
し 

て
お
り
、
こ
の
点
で
は
拙
論
と
は
見
解
を
異
に
す
る
。

③
 

「
常
人
」
の
理
解
は
、
多

く

『
論
註
』
下

巻

の

「
非
常
之
言
は
常 

人
の
耳
に
入
ら
ず
」
か
ら
常
識
人
と
捉
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ 

ば
、
二
種
の
戒
と
も
に
因
果
を
信
ず
る
こ
と
が
、
信
戒
不
具
足
の
内 

容
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
主
題
か
ら
思
い
切
っ
て
「
常
一
の
主
体
を 

有
す
る
人
」
と
理
解
し
た
。

㈢

戒

の

意

味

 

親
鸞
の
よ
き
人
で
あ
っ
た
法
然
が
、
清
浄
持
戒
の
僧
で
あ
り
、
 

ま
た
授
戒
の
師
と
し
て
道
俗
に
尊
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
当
時
か
ら 

よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
親
鸞
自
身
も
そ
の
よ
う
な 

法

然

を

「
一
心
金
剛
の
戒
師
」(

『
高
僧
和
讃
』
「
源
空
章
」)

と
し
て 

讃
詠
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
真

跡

が

残

存

す

る

『
西
方
指
南
抄
』 

の
中
に
収

め
ら

れ

た

『
七
ヶ
条
起
請
文
』

に
お
い
て
、
師
法
然
の 

戒
律
観
を
記
し
た
上
で

自
ら
も
教
団
の
一
員
で

あ
る
と
し
て

「
善 

信
」
と
署
名
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
同

じ

『
西
方
指
南 

抄
』

に
お
い
て
、
法

然

が

『
末
法
灯
明
記
』

を
根
拠
に
し
て
末
法

②

無
戒
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
記
し
、
さ
ら
に
親
鸞
自
身
も
こ
れ 

を

受

け

継

ぐ

か

た

ち

で

「
化
身
土
巻
」
本

に

『
末
法
灯
明
記
』

を 

引

用

し

て

末

代

の

仏

弟

子

論

を

「
無
戒
名
字
の
比
丘
」

と
し
て
展 

開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
法
然
・
親
鸞
に
お
い
て
戒 

が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、

一
概
に
決
定
す
る
こ 

と
は
難
し
い
よ
う
に
思
え
る
。
実
際
、
法
然
の
門
下
に
お
い
て
は 

法
然
の
末
法
無
戒
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
受
戒
の
作
法
が
伝
持

③

厳
守
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、
戒
と 

い
う
こ
と
ば
に
、
法

然

・
親
鸞
が
仏
道
に
お
け
る
ど
の
よ
う
な
意 

義
を
見
い
出
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

「
清



浄
有
戒
」
と
い
う
こ
と
を
視
野
に
置
き
な
が
ら
二
師
の
戒
の
立
脚 

地
を
推
察
し
て
み
た
い
。

始
め
に'

法
然
は
畢
生
の
書
で
あ
る
『
選
択
本
願
念
仏
集
』

「本 

願
章
」

に
お
い
て
、

「或
は
持
戒
を
以
て
往
生
の
行
と
為
る
土
有 

り
」
と
述
べ
な
が
ら
菩
提
心
や
布
施
と
な
ら
べ
て
諸
行
の
一
っ
と 

し
て
貶
乏
し
廃
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
菩
提
心
と
同 

様
に
戒
も
行
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
理
解
に
は
批
判
も
あ
る
と
思 

わ
れ
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
当
時
の
社
会
に
お
い
て
持
戒
が
往
生 

の
た
め
の
実
践
行
と
し
て
作
用
し
て
い
た
仏
教
界
の
現
実
を
理
解 

す
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
戒
は
本
願
の
行
で
な
い
限
り
往
生
の 

条
件
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

法
然
の 

「戒
定
慧
の
三
学
の
器
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
自
省
も
、
三
学
を
持 

っ
こ
と
な
く
し
て
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
志 

願
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
念
仏
の
一
行
が
選
択
さ
れ
ね
ば 

な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
文
脈
か
ら
も
法
然
が
無
戒
を
主 

張
す
る
根
拠
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し

か

し

同

時

に

「
教
相
章
」 

に

お

い

て

『
安
楽
集
』

の
文
を
引
用
す
る
中
に
次
の
よ
う
な
言
葉 

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

縦
貳
「一
人
天
果
報
へ 

皆
為
二
五
戒
・
十
善
一
能
招
二
此
報"

然 

持
得
者
甚
希
。
若
論
ー
ー
起
悪
造
罪
へ 

何
異
一
暴
風
駛
雨
『 

是 

テ 

ノ 

メ
テ
セ
シ
メ
下
フ 

-- 

以
諸
佛
大
慈
、
勧

帰

ニ

浄

土

『

(
『
選
択
集
』
『
聖
全
』

一
・
九
三
〇) 

こ

こ

に

い

う

「
五

戒

・
十
善
」

と
は
、
複
雑
な
戒
律
論
を
必
要 

と
し
な
い
非
常
に
素
朴
な
内
容
を
も
つ
概
念
で
あ
る
。

こ
こ
に
お 

い

て

五

戒

・
十
善
と
は
、
現
今
の
存
在
に
い
か
な
る
努
力
を
も
要 

請
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
た
だ
人
天
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
の 

希
有
不
思
議
な
る
事
実
の
基
底
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で 

あ
り
、
さ
ら
に
は
浄
土
の
教
え
を
聞
く
機
縁
の
基
底
と
し
て
確
認 

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
仏
法
を
聞
く
資
格
の
本 

質
を
見
定
め
て
、
人
間
で
あ
る
こ
と
が
唯
一
の
資
格
で
あ
る
と
言 

い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
人
天
の
報
を
招
く
五
戒
の
意
義
を
蓮
如
を
通
し
て
み
る
と
、 

御
文
』

二
帖
目
第
七
通
に
お
い
て
、

静
か
に
お
も
ん
み
れ
ば
、
そ
れ' 

人
間
界
の
生
を
う
く
る 

こ
と
は
、
 

ま
こ
と
に
五
戒
を
た
も
て
る
功
力
に
よ
り
て
な
り
。
 

こ
れ
お
お
き
に
ま
れ
な
る
こ
と
ぞ
か
し
。
(

中
略)

今
時
の
衆 

生
は
、
他
力
の
信
心
を
え
て
浄
土
の
往
生
を
と
げ
ん
と
お
も 

う
べ
き
な
り
。

そ
も
そ
も
、
そ
の
信
心
を
と
ら
ん
ず
る
に
は
、 

さ
ら
に
智 

慧
も
い
ら
ず
、
才
学
も
い
ら
ず'

富
貴
も
貧
窮
も
い
ら
ず
、
 

善
人
も
悪
人
も
い
ら
ず
、
男
子
も
女
人
も
い
ら
ず
、
た
だ
も 

ろ
も
ろ
の
雑
行
を
す
て
て
正
行
に
帰
す
る
を
も
っ
て
本
意
と



す
。
(

『
真
宗
聖
典
』
七
八
四)

と
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
文
脈
で
は
、

「
五
戒
を
た
も
て 

る
功
力
に
よ
り
て
」

「
人
間
界
に
生
を
う
く
る
こ
と
」

が

「
智
恵 

も
い
ら
ず
、 

才
学
も
い
ら
ず' 

富
貴
も
貧
窮
も
い
ら
ず' 

善
人
も 

悪
人
も
い
ら
ず' 

男
子
も
女
人
も
い
ら
ず
」
と
、
浄
土
へ
念
仏
往 

生
す
る
主
体
を
、 

人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
諸
属
性
を
簡
ぶ
こ
と
な
く
、 

た
だ
人
間
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
脚
下
に
支
え
る
大
地
と
し
て
求 

め
る
の
で
あ
る
。
戒
と
は
人
間
で
あ
る
こ
と
の
大
地
で
あ
る
。

そ 

し

て

そ

の

こ

と

は

浄

土

教

に

お

い

て

は

「
仏
法
の
大
地
」
(

『
七
ヶ 

条
起
請
文
』)

と
同
意
な
の
で
あ
る
。

親
鸞
に
と
っ
て
、
師

法

然

と

は

「
善
き
人
に
も
悪
し
き
に
も
、
 

同
じ
よ
う
に
生
死
出
ず
べ
き
道
を
ば
、
た
だ
一
筋
に
仰
せ
ら
れ
」 

る
よ
う
な

人
間
観
を一

切
人
に
与
え
た
よ
き
人
で
あ
る
。
 

智

行

兼

具

持

戒

に

し

て

「
智
恵
第
一
の
法
然
房
」

と
、
非
三
学 

器

な

る

「
十

悪

・
愚
痴
の
法
然
房
」
と
は
決
し
て
別
の
人
格
で
は 

な
い
。
も
ち
ろ
ん
謙
遜
と
い
わ
れ
る
人
徳
の
よ
う
な
も
の
と
は
全 

く
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
智
恵
第
一
と
い
う
こ
と
は
単
に
知
識
が 

無
双
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

そ
れ
は
法
然
自
ら
が
、 

大
原
問
答
を
回
想
し
て
、

「議
論
に
お
い
て
優
劣
は
な
か
っ
た
け 

れ
ど
も
、
機
を
明
ら
か
に
す
る
点
で
優
っ
た
」

と
述
懐
し
た
よ
う 

に
、

仏

道

の

時

機

を

明

瞭

に

「
末
代
無
仏
世
の
凡
夫
」

「乱
想
の

凡
夫
」

と
見
究
め
た
智
眼
に
お
い
て
成
立
す
る
智
恵
で
あ
る
。

こ 

の
よ
う
な
人
間
存
在
の
本
質
的
で
あ
り' 

具
体
的
な
恵
眼
に
お
い 

て

「賢
哲
愚
夫
も
え
ら
ば
れ
ず 

豪
貴
鄙
賤
も
へ
だ
て
な
く
」
「
聖

⑤

道
の
諸
宗
の
諸
師
」

さ

え

も

「
一
心
金
剛
の
戒
師
」

と
尊
敬
せ
ざ 

る
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

っ 

ま
り
法
然
と
は
全
て
の
衆
生
に
仏
道
存
在
で
あ
る
こ
と
の
根
底
を 

「金
剛
の
一
心
」

と
し
て
明
ら
か
に
す
る
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ 

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
親
鸞
に
お
い
て
戒
と
は
人
間
存
在 

の
大
地
を
象
徴
し
て
い
る
。

さ
て
戒
の
概
念
は
、
小
乗
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
の
菩
薩
戒
に
お 

い
て
変
化
発
展
し
、
最
澄
の
大
乗
円
頓
戒
に
お
い
て
思
想
と
し
て 

成
熟
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
に
は
、

大
乗
二
篇
三
聚

——

十

種

禁

戒

—

二
篇
— 

—
摂
律
儀
戒(

離
悪
戒)

—

I

四
十
ハ
軽
戒I
 〇

摂
善
法
戒(

自
行
戒)

——1

三
聚

〇

摂
衆
生
戒(

化
他
戒)

— 

と
い
う
三
聚
浄
戒
と
い
う
体
系
が
立
て
ら
れ
、
小
乗
仏
教
に
お
け 

る
戒
律
は
、
摂
律
儀
戒
に
摂
め
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
戒
の
概 

念
が
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

親

鸞

・
法
然
も
こ
の
戒
観
の
影
響
の
下
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、



法
然
・
親
鸞
は
、
明
確
に
こ
の
菩
薩
戒
さ
え
も' 

人
間
の
努
力
意 

識
の
廃
棄
と
と
も
に
完
全
に
捨
て
去
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
小
乗 

戒
は
捨
て
た
が
大
乗
戒
は
持
っ
た
と
い
う
発
想
は
成
立
し
な
い
。
 

む
し
ろ' 

戒
と
い
う
こ
と
が
各
々
の
人
間
の
分
別
や
努
力
を
要
請 

す
る
限
り
徹
底
し
て
否
定
さ
れ
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

む
し
ろ
真
の
大
乗
菩
薩
戒
と
は
、

「
従
如
来
生
」

の
作
心
を
超 

え
た
ハ
地
已
上
の
菩
薩
に
よ
っ
て
衆
生
の
上
に
表
現
さ
れ
る
事
柄 

で
あ
る
と
領
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
 

例

え

ば

『
華
厳
経
』

に
お
い
て
戒
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
も
つ 

と
存
在
の
本
質
を
表
わ
す
も
の
と
い
え
る
。

そ
こ
に
は
始
め
に
、

仏

子' 

菩
薩
摩
訶
薩
に
十
種
の
戒
有
り

と
述
べ
、
更
に
次
第
し
て

⑴

不
捨
菩
提
心
戒

⑵

遠
離
二
乗
地
戒 

⑶
 

観
察
利
益
一
切
衆
生
戒 

⑷

令
一
切
衆
生
住
仏
法
戒 

⑸

修
一
切
菩
薩
所
学
戒 

⑹

於
一
切
法
無
所
得
戒 

⑺

以
一
切
善
根
廻
向
菩
提
戒 

⑻

不
著
一
切
如
来
身
戒 

⑼

思
惟
一
切
法
離
取
著
戒

的

諸

根

律

儀

戒

と
十
種
の
戒
を
掲
げ' 

最
後
に
、 

若
し
菩
薩
此
の
法
に
安
住
す
れ
ば
、
則
ち
如
来
の
無
上
広
大 

の
戒
波
羅
蜜
を
得
る
。

と
結
ん
で
い
る
。

こ
こ
に
使
用
さ
れ
た
場
合
の
戒
の
概
念
は
単
に 

生
活
規
範
や
形
式
的
威
儀
に
止
ま
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
お 

そ
ら
く
大
乗
の
菩
薩
を
菩
薩
た
ら
し
め
て
い
る
根
抵
の
本
質
的
条 

件
と
で
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り' 

菩
薩
と
い
う
存
在 

が
、

い
か
な
る
精
神
的
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と 

を
表
示
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、

こ
の
十
戒
は
菩
薩
が
そ
こ
か 

ら
誕
生
し
、
菩
薩
の
活
動
を
支
え
る
大
乗
菩
薩
道
の
大
地
の
よ
う 

な
意
義
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
宗
教
心
の
主
体
で
あ
る 

菩
薩
の
概
念
が
、
従
果
向
因
の
法
蔵
菩
薩
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
浄 

土
教
に
お
い
て
は
、
戒

は

人

間

の

努

力

・
分
別
側
に
成
立
し
な
い
。 

こ
の
こ
と
は
、
小
乗
に
お
け
る
仏
弟
子
観
の
立
脚
地
で
あ
る
僧 

伽
が
、
地
域
的
文
化
的
要
素
に
限
定
さ
れ
た
構
成
員
に
よ
る
現
前 

僧
伽
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
大

乗

が

求

め

た

僧

伽

は

「
四
海
内
皆 

兄
弟
」
と
確
認
さ
れ
る
よ
う
な
普
遍
的
精
神
的
共
同
体
で
あ
る
四 

方
僧
伽
で
あ
る
こ
と
に
も
関
連
し
て
い
る
。

上
の
よ
う
に
人
間
に 

お
け
る
共
同
体
の
基
盤
が
変
革
し
て
く
る
以
上
、
戒
に
お
い
て
も 

そ
の
概
念
が
単
に
身
口
業
の
威
儀
を
示
す
も
の
か
ら
、
精
神
的
広



が
り
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
直
し
て
く
る
の
も
当
然
で
あ
る
と
思
わ 

れ
る
。
戒
と
は
仏
道
を
求
め
る
共
同
体
の
成
立
基
盤
で
あ
り
、
逆 

に
言
え
ば
、
共
同
体
の
基
盤
と
な
る
地
平
か
ら
具
体
的
に
捉
え
直 

し

た

人

間

観(
宗
教
的
主
体
観)

で
あ
る
。

親
鸞
が
戒
を
視
野
の
内
に
お
き
な
が
ら
、
 

そ
の
具
体
的
条
項
に 

お
い
て
も
言
及
す
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
条
項
と
し
て
形
式
化
し 

た
戒
が
い
か
に
末
代
の
衆
生
を
疎
外
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
熟
知 

し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
戒
の
根
源
的
課
題
が
充
全 

す

る

事

実(

念
仏
往
生
道)

へ
の
確
信
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
 

確
か
に
、
法

然

，
親

鸞

の

無

戒

の

主

張

の

背

景

に

は

「
戒
に
破 

れ
た
」
と
い
う
悲
歎
が
一
往
あ
る
。

し
か
し
再
往
は
、
単
に
個
人 

的
悲
痛
で
は
な
く
、

い

わ

ゆ

る

「戒
な
し
と
い
う
時
」
を
生
き
る 

一
切
苦
悩
衆
生
を
観
察
す
る
仏
者
の
悲
痛
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で 

あ
ろ
う
。
大
乗
戒
と
い
う
も
無
戒
と
い
う
も
、
 

小
乗
仏
教
の
自
利 

的
偏
執
を
払
拭
し
、
利
他
的
大
乗
精
神
を
表
現
し
よ
う
と
企
図
し 

た
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
行
体
の
変
化
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
 

戒

の

本

質

で

あ

る

「
戒
体
」
を
清
浄
に
持
つ
こ 

と

以

外

に

「
持
戒
」

の
目
的
は
な
い
の
で
あ
り' 

戒
体
を
有
つ
行 

業
と
し
て
、

た
だ
安
養
の
浄
業
、
捷
真
な
り
。

修
す
べ
し
。
(
中
略)

大
小 

の
戒
体
、
遠
く
ま
た
清
浄
な
る
こ
と
を
得
し
め
、 

念
仏
三
昧

を
得
し
め
、
菩
薩
の
諸
波
羅
蜜
を
成
就
せ
ん
と
欲
わ
ば
、
当 

に

こ

の

法

を

学

す

べ

し(

行

巻

『
定
本
』

一
・
六
二) 

と
、
三

学
(

戒
'

二
昧
・
波
羅
蜜)

を
修
得
す
る
道
が
明
ら
か
に 

さ
れ
た
と
き
、

「
大
・
小
の
戒
」
は
、

戒
体
を
遠
く
清
浄
な
ら
し 

め
る
事
実
と
し
て
南
無
阿
弥
陀
仏
の
浄
業
の
中
に
応
え
切
ら
れ
て 

い
る
の
で
あ
り
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
浄
業
に
値
遇
し
な
が
ら
猶
、
 

戒
を
依
頼
執
着
す
る
と
い
う
こ
と
は
顚
倒
の
見
と
い
わ
ざ
る
を
え 

な
い
。

こ

こ

に

「
無
戒
」

と
い
う
宣
言
の
根
拠
も
あ
る
の
で
あ
ろ 

う
。

①
 

例
え
ば
、
四
条
に
は
「
戒
は
是
れ
仏
法
の
大
地
也
、
衆
行
区
な
り 

と
雖
も
同
じ
く
之
を
専
と
す
」
、

六

条

に
は

「
解
無
く
し
て
師
と
作 

る
は
、

『
梵
網
』
の
制
戒
也
」
と
あ
る
。
善
信
の
署
名
は
二
十
一
番 

目
に
あ
る
。

②
 

『
西
方
指
南
抄
』
「
十
一
箇
条
問
答
」
「
法
然
上
人
説
法
」

③
 

『
説
戒
随
聞
記
』
に

「
法
然
上
人
の
、
我
は
一
戒
も
持
た
ず
と
の 

給
ひ
て
逃
げ
給
ふ
は
、
皆
三
学
の
戒
の
事
な
り
。
随
分
の
戒
は
常
に 

持
ち
給
へ
り
。

故
に
人
に
も
さ
ず
け
給
へ
り
」
(

『
大
日
本
仏
教
全 

書
』
巻
七
二
、
-

四
五)

と
あ
る
。
随
分
の
戒
と
は
菩
薩
戒
の
こ
と 

で
あ
る
が
、
し
か
し
法
然
は
「
菩
薩
の
行
に
お
い
て
は
、
三
重
十
重 

の
戒
発
得
し
が
た
し
」(

『
和
語
灯
録
』
往
生
大
要
抄)

と
菩
薩
戒
を 

も
否
定
し
て
い
る
。
(

『
説
戒
随
聞
記
』

の
文
は
「
法
然
の
戒
律
観
」 

石
田
瑞
磨
氏
の
指
適
に
よ
る
。)

親
鸞
に
い
た
っ
て
は
『
唯
信
鈔
文
意
』

に
お
い
て

『
五
会
法
事 

讃
』
の

「
不
簡
多
聞
持
浄
戒
」
を
解
釈
す
る
と
き
、
「
「浄
戒
」
は
大



④⑥⑤⑦
乗
の
も
ろ
も
の
の
戒
行(

中
略)

す
べ
て
道
俗
の
戒
品
、
こ
れ
ら
を
た 

も
つ
を

「
持
」
と
い
う
。

か
よ
う
の
さ
ま
ざ
ま
の
戒
品
を
た
も
て
る
、
 

い
み
じ
き
ひ
と
び
と
も
、
他
力
真
実
の
信
心
を
え
て
の
ち
に
真
実
報 

土
に
は
往
生
を
と
ぐ
る
な
り
。
み
ず
か
ら
の
、
お
の
お
の
戒
善
、
お 

の
お
の
の
自
力
の
信
、
自
力
の
善
に
て
は
、
実
報
土
に
は
う
ま
れ
ず 

と
な
り
。
」

と
述
べ
て
、

大
・
小
乗
戒
の
す
べ
て
の
本
質
を
「
お
の 

お
の
の
」
戒

善

・
自
力
信
・
自
力
善
と
押
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

各
別
の
業
縁
に
お
け
る
善
根
で
あ
る
と
し
て
し
か
見
て
お
ら
ず
、
そ 

れ
ら
を
依
頼
す
る
自
力
の
虚
偽
性
を
暴
露
し
て
い
る
。

『
摧
邪
輪
』
に
お
い
て
明
恵
は
、
菩
提
心
を
称
名
な
ど
の
行
と
相 

対
的
に
論
じ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る(

「
一
以
菩
提
心
不
為
往
生 

極
楽
行
過
」
参
照)

が
、
同
じ
論
法
で
戒
を
諸
行
に
含
め
る
こ
と
も 

批
判
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
高
僧
和
讃
』
源
空
章 

一
心
金
剛
戒
は
最
澄
よ
り
伝
持
さ
れ
た
円
頓
菩
薩
戒
で
あ
る
。
そ 

の
質
を
「
持
即
不
持
、
犯
即
不
犯
に
し
て
永
不
失
な
り
。
故
に
金
剛 

と
い
う
。
」
と
押
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
確
か
に
、
『
唯 

信
鈔
文
意
』
で
は
、

「
大
乗
一
心
金
剛
法
戒
」
も
、

大

・
小
乗
の
戒 

品
と
同
視
さ
れ
て
い
る
が
、
親
鸞
が
法
然
の
伝
持
し
た
戒
の
上
に
金 

剛
の
一
心
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
主
体
の
意
を
托
し
て
い
た
と
捉
え
る 

こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
箇
処
は
表
も
含
め
て
『
末
法
灯
明
記
の
研
究
』
松
原
祐
善
師 

の
教
示
に
依
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。

「
大
乗
戒
と
し
て
三
聚
浄
戒
が 

語
ら
れ
、
小
乗
の
消
極
面
は
摂
律
儀
戒
に
お
さ
め
て
、
更
に
積
極
面 

と
し
て
摂
善
法
戒
と
摂
衆
生
戒
の
二
っ
と
し
て
、

一
切
の
行
為
を
こ 

の
三
戒
に
お
さ
め
た
の
で
あ
る
。
」
(

98
頁)

「
三
聚
戒
浄
と
あ
り
て

三
聚
は
み
な
戒
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
第
一
の
摂
律
儀
戒
の
み
が
律 

で
あ
る
か
ら
、
戒
は
律
よ
り
範
囲
が
広
く 
(

下
略)

」(

99
頁)

な
ど

⑧ 

注③

参
照

⑨
 

『
華
厳
経
』
五
十
三
巻
、
大
正
蔵
経
十
巻'

一
八
一
上

⑩
 

「
浄
土
宗
で
は
、
そ
の
菩
薩
戒
を
浄
土
布
薩
頓
教
一
乗
円
実
大
戒 

と
い
い
、

阿
弥
陀
仏
を
戒
体
、

名
号
を
戒
相
、

往
生
を
戒
用
と
す 

る
」
(

『
仏
教
学
辞
典
』)

と
理
論
整
合
さ
れ
る
が
、

む
し
ろ
大
事
な 

の
は
戒
に
ど
の
よ
う
な
仏
道
の
課
題
を
見
い
出
す
か
で
あ
る
。

㈣

末

法

無

戒

無
戒
と
は
、
倫
理
的
無
能
力
の
痛
傷
か
、
そ
れ
と
も
仏
在
さ
な 

い
時
を
生
き
る
存
在
へ
の
悲
痛
か
。
三
時
教
が
立
て
ら
れ
る
の
は 

末
法
無
戒
を
自
覚
す
る
た
め
で
あ
る
。
釈
尊
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ 

た
戒
を
否
定
す
る
こ
と
は' 

仏
弟
子
に
と
っ
て
容
易
な
こ
と
で
は 

な
い
。
法

然

・
親
鸞
が
無
戒
を
宣
言
す
る
こ
と
は
、
釈
尊
に
よ
っ 

て
教
示
さ
れ
た
戒
の
意
義
を
充
全
に
満
足
代
換
す
る
事
実
が
確
認 

さ
れ
た
こ
と
に
支
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
で
な 

け
れ
ば
、
持
戒
の
能
力
が
衰
退
し
た
理
由
で
破
戒
が
許
さ
れ
ね
ば 

な
ら
な
い
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
裏
が
え
し
と
し
て
の
弁
解 

的
功
利
的
発
想
に
止
ま
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
に
は
仏
弟
子
で
あ 

る
こ
と
を
自
証
し
よ
う
と
す
る
真
摯
さ
純
粋
さ
は
見
る
こ
と
が
で 

き
な
い
。
浄
土
教
は
、
釈
尊
が
戒
を
定
め
た
精
神
を
成
就
す
る
事 

項
と
し
て
、
戒
に
換
え
て
仏
弟
子
で
あ
り
僧
伽
の
一
員
で
あ
る
こ



と
を
証
し
す
る
の
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
い
う
確
証
を
立 

て
た
と
こ
ろ
に
威
儀
と
し
て
の
戒
は
完
全
に
徹
廃
す
る
こ
と
が
で 

き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
末
法
と
い
う
時
の
自
覚
に
お
い 

て
、

仏
弟
子
と
し
て
の
機
の
自
覚
は
、

「破
戒
」

で

は

な

く

「
無 

戒
」
な
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

親

鸞

が

『
教
行
信
証
』

「化
身
土
本
巻
」
の
末
尾
に
お
い
て
『
末 

法
灯
明
記
』

を
引
証
し
て
末
法
無
戒
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
前 

述
の
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
師

法

然

が

「
わ
が
こ
の 

身
は' 

戒
行
に
お
い
て
一
戒
を
も
も
た
ず(

中
略)

す
で
に
戒
定
慧 

の
三
学
の
う
つ
は
物
に
あ
ら
ず
」(

『
和
語
灯
録
』
巻

五

・
諸
人
伝
説 

の
詞)

と
悲
傷
自
省
し
、
『
末
法
灯
明
記
』

に
依
拠
し
て
末
代
の
無 

戒
を
主
張
し
た
仕
事
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

親
鸞
は
そ
こ
に
、

汆
者
穢
悪
濁
世
群
生
不
一
ー
ー
知
ー
ー
末
代
旨
際
一
毀
ー
ー
僧
尼
威
儀
一
今 

時
道
俗
思
ー
ー
量
己
分-
(

化
身
土
『
定
本
』

ー
ニ
ー
二
三) 

と
、
穢
悪
濁
世
の
現
実
に
生
き
る
我
等
は
末
代
の
旨
際
を
知
ら
な 

け
れ
ば
、
必
ず
そ
の
不
知
に
よ
っ
て
僧
尼
と
い
う
仏
弟
子
の
本
質 

的
威
儀
を
毀
損
す
る
の
で
あ
る
こ
と
を
教
示
し
、
そ

の

上

で

「
己 

が
分
」
を

「
思
量
」
す
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。

こ
の
課
題
に 

立
っ
て
、
始

め

に

『
安
楽
集
』

に
よ
っ
て
浄
土
教
が
末
法
の
課
題 

に
応
え
る
も
の
で
あ
る
と
頷
い
た
上
で
『
末
法
灯
明
記
』

を
引
用

す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
図
は
末
法
と
い
う
仏
言
が' 

ど
の
よ
う 

な
時
機
を
自
覚
内
容
と
し
自
己
の
使
命
と
し
て
生
き
る
仏
弟
子
に 

与
え
ら
れ
た
か
を
明
か
す
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

末
法
無
戒
を
演
説
す
る
釈
尊
の
意
図
は
、

仏
涅
槃
後
無
戒
満
一
ー
洲

(

「
化
身
土
巻
」
引

用

『
末
法
灯
明
記
』
『
定
本
』

ー
ニ
ー
ニ
ハ) 

と
い
う
一
句
に
凝
集
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

釈
尊
が
入
涅
槃
す
る 

こ
と
は
、
本
質
と
し
て
す
で
に
無
戒
を
内
実
と
し
て
い
る
の
で
あ 

っ
て
、
時
間
が
経
過
し
て
末
代
に
な
っ
た
か
ら
と
い
う
発
想
で
は 

な
い
。

む
し
ろ
衆
生
が
そ
の
事
実
を
明
瞭
に
自
覚
す
る
た
め
に
正 

像
末
の
三
時
教
が
建
て
ら
れ
、
千
五
百
年
と
い
う
時
間
が
要
請
さ 

れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
正
法
は
持
戒
の
み
が
仏
弟
子
で
あ
っ 

た
。

し
か

し

像

法

の

前

半

五

百

年

の

意

識
は

「持
戒
よ
う
や
く
減 

じ
、
破
戒
よ
う
や
く
増
せ
ん
」

で
あ
り
、
後

半

も

「
持
戒
減
少
し 

破
戒
巨
多
な
ら
ん
」

と
い
う
よ
う
に
、
持
戒
と
破
戒
が
量
的
発
想 

に
止
ま
る
時
機
観
で
し
か
な
い
。
末
法
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
始 

め

て

質

的

に

持

戒

・
破
戒
を
超
え
て
無
戒
と
い
え
る
。
 

如
来
が
般
涅
槃
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
人
間
が
存 

在
を
充
全
し
生
を
完
結
す
る
道
が
全
人
類
に
開
か
れ
た
こ
と
で
あ 

り' 

同
時
に
証
果
の
人
が
も
は
や
我
等
の
現
前
に
存
在
し
な
い
と 

い
う
悲
痛
す
べ
き
現
実
な
の
で
あ
る
。

ま
さ
し
く
如
来
の
遺
弟
が



悲
泣
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
 

像
末
無
ー
ー
証
果
人

如
何
明
西
被
ー
ー-

聴
ー
ー
護
二
聖
一

(

右
同
・
三
一
ニ) 

と
い
う
質
を
有
す
る
か
ら
で
あ
り' 

い
か
な
る
教
も
そ
の
教
主
で 

あ
る
釈
尊
を
立
場
に
す
る
以
上
、
現
今
に
釈
尊
の
行
証
が
な
い
限 

り
、
そ
の
言
教
は
全
て
根
底
か
ら
揺
が
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
 

教
の
行
証
が
な
い
と
は
、
そ
の
本
質
は
釈
尊
が
ま
し
ま
さ
ぬ
と
い 

う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
末
代
の
我
ら
は 

ど
の
よ
う
に
し
て
、
ま
た
ど
こ
に
依
拠
し
て
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と 

を
明
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

釈

尊

の

在

世

，
正
法
の
時
に
お
い
て
は
、
戒
が
釈
尊
の
弟
子
で 

あ
る
威
儀
を
決
定
す
る
根
拠
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

し 

か
し
、
間
違
っ
て
な
ら
ぬ
の
は
、
ど

こ

ま

で

も

戒

は

「清
浄
衆
」 

の
旗
印
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
定
散
の
善
を
行
う
意
識
の
上
に
成 

立
し
た
戒
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
が
で
き
た 

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ど
こ
ま
で
も
正
法
時
の
戒
と 

は
釈
尊
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
た
清
浄
衆
の-

員
で
あ
る
自
律
的
規 

範
で
あ
っ
た
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
正
法
時
の
戒
は
仏
弟
子
と 

し
て
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
質
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う 

に
戒
の
本
質
は
何
か
と
い
え
ば' 

「清
浄
衆
」

の
清
浄
を
表
わ
す 

も
の
で
あ
り
、
戒
の
条
項
と
い
う
も
の
は
、

い
か
に
そ
れ
が
人
間

と
し
て

の
生
存
の
本
来
性
を

言
い
当
て
て

い
る(

性
戒)

と
し
て 

も

、
そ
れ
は
清
浄
性
を
印
度
と
い
う
特
定
の
時
代
特
定
の
社
会
の 

中
で
倫
理
的
様
相
を
も
っ
て
僧
尼
の
威
儀
と
し
て
具
象
し
て
い
た 

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
余
の
九
十
五
種
の
外
道
と 

の
差
異
を
あ
ら
わ
す
た
め
の
威
儀
の
規
範
で
あ
っ
た
。

む
し
ろ
仏 

道
を
内
道
と
し
て
外
道
か
ら
簡
ぶ
こ
と
の
方
が
戒
の
本
義
で
あ
ろ 

う
(

三
帰
戒)

。

こ
の
よ
う
に
し
て
仏
滅
に
よ
っ
て
戒
が
余
の
外
道
に
比
較
し
て 

仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
の
証
し
と
し
て
の
作
用
を
果
さ
な
く
な
っ
た 

と
き
に
は
、
戒
は
既
に
仏
弟
子
の
必
須
条
件
で
は
な
く
、
仏
道
の
名 

の
下
に
形
骸
化
し
た
倫
理
・
提
で
し
か
な
い
。

つ
ま
り
釈
尊
が
在 

さ
な
い
と
き
、
そ
の
特
定
の
時
処
の
根
拠
を
失
っ
た
戒
は
清
浄
性 

の
具
体
的
表
現
で
は
な
い' 

そ
の
時
代
に
な
お
已
然
と
し
て
戒
を 

し
て
仏
弟
子
を
決
定
す
る
要
素
と
し
て
働
か
し
め
る
こ
と
は
、
 

教
機
相
乖
人
法
不
ー
ー
合
一
由
一
一
此
一
律
云
制
ー
一
非
制
ー
者
則
断
二
三 

明
一
所
一
一
記
説-

有
一
罪
一(

右

同

厶

三

五) 

と
仏
道
に
お
け
る
罪
と
し
て
ま
で
教
誡
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で 

あ
る
。

正
法
時
の
戒
が
既
に
末
法
無
仏
世
に
お
い
て
仏
弟
子
の
決
定
点 

で
あ
り
え
な
い
な
ら
ば
、
何
を
も
っ
て
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
、
 

ま
た
真
の
僧
伽
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
決
定
し
確
認
す
る
こ
と
が



で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

『
末
法
灯
明
記
』

は

『
大
集
経
』

に
托
し 

て
、

若
有
二
衆
生
一
為
ー
ー
我
法
一
剃
除
鬚
髪
被
ー
ー
服 

袈
裟
一
設
不
一
ー
ー
持
ー
ー 

‘ 

一
,
"

：

ノ
ー
ー 

“
サ
、
 

戒
-

彼
等
・
悉
已
涅
槃
為
一
一
印
之
一
所
ー
ー
印
一
也
、(

右

同,

三
二
四) 

と
、

「我
が
法
の
た
め
に
」

と
い
う
唯
一
点
を
確
保
す
る
こ
と
が 

「
涅
槃
の
印
に
印
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
仏
弟
子
で
あ
る
清
浄
性
を 

決
定
す
る
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
引
き
続
い
て
そ
の
具
体
相
を
、
 

我
ら
の
倫
理
的
意
識
で
は
肯
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
徹
底
し
た 

退

廃

の

事

相

を

『
大
悲
経
』

に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
示
し
て
く
る
。
 

ニ
テ 

テ 

ノ
ニ 

タ
ラ
ム
モ
ノ 

ヲ
オ
ノ
レ
カ-
ーヒキ 

当
有
二
比
丘
比
丘
尼
ー
於
二
我
法
中
一
得
二 

出
家
一
己 

手
牽
二 

児

臂-

而
共
遊
行 

彼
酒
家 

至
一
ー
酒
家
一
於
ー
ー
我
法
中
一
作
一
ー
非
梵 

行

一
(

右
同
・
三
二
四)

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
さ
え
、
否
お
い
て
こ
そ
仏
弟
子
を 

確
か
め
る
こ
と
の
で
き
る
根
元
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

そ

れ

は

正

し

く

「
我
が
法
の
中
に
お
い
て
出
家
を
得
」

る
と
い
う 

事

実

の

清

浄

性

が

「
我
が
弟
子
と
な
」
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

こ 

こ
に
こ
そ
仏
弟
子
と
し
て
の
本
質
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
押
え
を 

し
た
上
で' 

そ

の

清

浄

性(

仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
の
純
粋
性)

を 

『
大
悲
経
』

を
も
っ
て
最
後
に
、

如
来
一
切
沙
門
中
乃
至
一
称
ー
ー
仏
名-

一
生
二
信
一
者 

所
作 

功
徳
終
不
一
一
虚
設
一
我
以-
一
仏
智
一
惻
ー
ー
知
法
界-

故

(

右
同
二
三
一
五) 

と
確
か
め
る
の
で
あ
る
。

た

だ

一

度

の

「
称
名
」

と

「
信
」

が
、
 

法

界
(

本
来
性
と
そ
れ
に
背
く
衆
生
の
虚
偽)

を
測
知
す
る
仏
智 

に
よ
っ
て
回
向
表
現
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ 

は
仏
弟
子
で
あ
る
真
の
主
体
の
現
前
を
意
味
す
る
。
清
浄
性
を
人 

間

の

諸

属

性

・
諸
要
素

に

簡

ん
で

行

証
す

る
こ

と

は 

「
称
名
」 

「
信
」

の

か

た

ち
(

も
ち
ろ
ん
か
た
ち
な
き
か
た
ち
で
あ
る)

以 

外
に
な
い
。

仏
弟
子
で
あ
る
清
浄
性
の
証
し
は
、
も
は
や
人
間
的
倫
理
の
傲 

慢
性
を
付
加
さ
れ
た
戒
に
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

む
し
ろ
そ 

の
よ
う
な
戒
の
繫
縛
か
ら
完
全
に
解
放
さ
れ
た
と
き
に
、

「
ー
た 

び
仏
の
み
名
を
称
し
、

一
た
び
信
を
生
ず
る
者
」

に
の
み
三
宝
に 

帰
依
す
る
仏
弟
子
で
あ
る
唯
一
清
浄
の
資
格
を
見
い
出
す
の
で
あ 

る
。

こ
の
こ
と
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
基
底
を
開
顕
す
る
唯
一 

道
の
発
見
で
あ
り' 

三
宝
以
外
の
い
か
な
る
要
素
に
も
帰
依
す
る 

こ
と
も
許
さ
な
い
存
在
の
誕
生
を
意
味
す
る
。

こ
こ
に
末
法
無
戒 

が
宣
言
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
基
底
が
あ
る
。

こ

こ

に

言

及

し

確

か

め
て

き

た

「
清
浄
衆
」

の
清
浄
性
は
、
前 

に

「
清
浄
に
戒
を
有
つ
」

と

述

べ

ら

れ

た

「
清
浄
」

に
呼
応
す
る 

も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

つ
ま
り
、

「
末
法
無 

戒
」

と
言
い
切
る
こ
と
は
、
人
間
に
真
の
清
浄
性
を
開
示
す
る
た



め
に
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
無
戒
を
言
い
切
る
こ 

と

の

で

き

る

「
時
」

の
自
覚
こ
そ
末
法
無
仏
で
あ
り
、
そ
こ
に
在 

世

・

正

法

・
像

・
末

・
法
滅
の
五
時
を
貫
い
て
仏
弟
子
で
あ
る
こ 

と
の
清
浄
性
の
基
底
が
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

補
説
こ
こ

は

多
く
広
瀬
杲

師

の

大

谷

大
学

に

お
け

る

講
義

に

示 

唆
を
受
け
て
い
る
。

ま
た 

『
新
し
き
仏
教
者
の
像
』
(

『
広
瀬
杲
講
義
集
』
第
六
巻)

で 

は
、
末
法
無
戒
に
つ
い
て
名
字
と
は
い
え
無
戒
で
あ
り
な
が
ら 

比
丘
と
名
乗
る
こ
と
の
緊
張
関
係
、
ま

た

当

時

の

「
五
戒
」

さ 

え

保

つ
こ

と

が

許
さ
れ
な

か
っ
た
「
い
な
か
の
ひ
と
び
と
」

の 

生
活
の
悲
惨
に
対
す
る
親
鸞
の
眼
差
し
に
言
及
し
て
い
る
。

っ 

ま
り
、
単
に
論
理
に
よ
っ
て
末
法
無
戒
を
明
か
す
の
で
な
く
、 

無
戒
の
宣
言
と
は
一
切
苦
悩
の
衆
生
の
生
の
現
実
へ
の
応
働
の 

具
体
性
で
あ
っ
た
。

①
 

『
西
方
指
南
抄
』
巻

上

本

「
法
然
上
人
説
法
」
、

巻

下

末

「
十
一 

箇
条
問
答
」
な
ど
を
参
照
。

②
 

釈
迦
如
来
か
く
れ
ま
ま
し
て 

二
千
余
年
に
な
り
た
ま
ふ 

正
像 

の
二
時
は
お
は
り
に
き 

如
来
の
遺
弟
悲
泣
せ
よ(

『
正
像
末
和
讃
』)

③
 

原
文
を
乃
至
し
て
、
連
引
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
前
文 

の

「
彼
等
」

の
具
体
相
と
し
て
次
文
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

@
 

称
と
信
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
仏
弟
子
に
つ
い
て
は
、
回
向
の
巻 

に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

闽

真

の

仏

弟

子

へ
 

真

の

仏

弟

子

の

誕

生

を

「
一
称
仏
名
、

一
生
信
者
」

と
し
て
確 

か

め

る

「
末
法
無
戒
」

の
宣
言
と
、
真
の
仏
弟
子
の
内
実
を
聞
法 

の
主
体
と

し
て

確
か
め
よ
う
と
す

る
「
清
浄
有
戒
者
」

の
呼
び
か 

け
と
は
矛
盾
し
な
い
。

「無
戒
」

と
は
、

衆
生
の
諸
属
性
・
状
況 

(

威
儀)

に
よ
っ
て
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
の
是
非
を
決
定
し
て
い
こ 

う
と
す
る
自
我
の
善
へ
の
執
心
を
徹
底
し
て
摧
破
す
る
表
明
で
あ 

り
、
宿
業
の
催
し
を
生
き
る
と
い
う
衆
生
の
現
実
に
よ
っ
て
裏
付 

け
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、

「清
浄
有
戒
者
」

と
は
、

す
で
に
人
間
の
諸
行
為
や 

置
か
れ
た
状
況
の
違
い
に
よ
っ
て
破
っ
た
り
持
っ
た
り
す
る
こ
と 

の
で
き
る
性
質
の
も
の
で
な
く
、
た
だ
仏
言
に
よ
っ
て
の
み
与
え 

る
こ
と
の
で
き
る
仏
弟
子
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
り' 

我
わ
れ
に
真 

実
の
仏
道
の
主
体
を
教
示
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
(

そ
れ
は
、

如 

来
願
心
回
向
成
就
の
行
信
と
し
て
真
実
回
向
の
巻
に
す
で
に
明
か 

さ
れ
て
い
る
。)

こ
の
二
つ
は
、

と

も

に

「
無
仏
の
世
」

「宿
業
の
身
」
を
生
き 

ね
ば
な
ら
な
い
衆
生
に
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
成
就
し
よ
う
と
す 

る
唯
一
の
地
平
の
上
に
成
り
立
つ
事
項
な
の
で
あ
る
。

末
法
濁
世 

と
い
う
時
の
確
か
め
に
お
い
て
は
、

善

本

と

い

う

如

来

の

功

徳



(

行)

に
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
清
浄
な
る
仏
弟
子(

信)

が
開 

顕
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

清
浄
が
、
無

漏
で

あ

り

不

虚

偽

・
不

輪

転

・
不

無

窮
(

『
論
註
』 

清
浄
功
徳)

な
る
事
実
で
あ
り
、
戒
が
そ
の
表
示
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
 

有

為

有

漏

の

衆

生

に

「
清
浄
に
戒
を
有
つ
者
」

と
呼
び
か
け
る
と 

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

「
信
巻
」
引

用

の

『
涅
槃
経
』

に
お
け
る
阿
闍
世
と
は
、
人
間 

性

・
仏
弟
子
を
喪
失
す
る
現
実
を
生
き
る
中
で
迷
惑
し
苦
悩
し
て 

い
る
衆
生
の
代
表
者
で
あ
る
。

や
が
て
そ
の
阿
闍
世
が
仏
の
説
法 

に
よ
っ
て
無
根
の
信
を
獲
得
す
る
過
程
の
中
に
戒
の
意
義
を
尋
ね 

て
み
た
い
。

正
法
の
王
で
あ
る
父
を
横
ざ
ま
に
逆
害
し
た
こ
と
を
悔
恨
す
る 

阿
闍
世
王
の
痛
傷
は
、
業
縁
の
催
し
に
よ
っ
て
起
き
た
悲
劇
的
運 

命
に
い
ま
し
も
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
者
の
不
安
で
あ 

り
煩
悶
苦
悩
で
あ
る
。

阿
闍
世
は
、

五
逆
と
い
う
人
間
で
あ
る
こ 

と
を
喪
失
せ
し
め
る
よ
う
な
運
命
に
、
自
ら
が
遭
遇
し
た
こ
と
に 

苦
悩
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
弟
子
と
し
て
の
人
間
性
を
保
持
す 

る
の
が
戒
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
阿
闍
世
の
苦
悩
は
仏
法
に
対
す
る 

破

戒

・
犯
戒
に
源
泉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

阿
闍
世
自 

身
は
、
正
法
の
王
へ
の
逆
害
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
な
が
ら
、
倫 

理
的
罪
の
悔
み
に
止
ま
っ
て
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
運
命
に
喘

い
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
阿
闍
世
に
対
す
る
釈
尊
の
説
法
の
中 

に
次
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

我
弟
子
中
有
一
一
是
四
狂
一
雖
砂
多
ー
一
ー
作
二
悪-

我
終
不
已
記
ー
ー
ー
是
人 

犯
ー-

戒
-

是
人
所
作
否
ー
ー
至
二
三
悪-

若
還
得
ー
ー
心
一
亦
否
ー
ー 

言
一
ー
犯
ー(
信

巻

『
涅
槃
経
』
定
本
一
・
ー
七
ー) 

こ

こ

に

い

う

「
四
狂
」
と

は

「
貪

狂
'

楽

狂

・

咒

狂

・
本
業
縁 

狂
」
と
い
う
四
種
の
狂
惑
で
あ
り
、
狂
と
は
単
に
狂
気
と
い
う
の 

で
な
く
、
人
間
の
思
い
や
は
か
ら
い
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
衆 

生
の
現
実
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
特

に

「
本
業
縁 

狂
」
と
は
四
狂
の
総
括
で
あ
ろ
う
が
、
や

が

て

『
迦
葉
品
』

に
よ 

っ
て
阿
闍
世
の
逆
害
が
業
縁
に
よ
っ
て
起
っ
た
と
い
う
押
え
が
さ 

れ
て
く
る
以
上
、

「
さ
る
べ
き
業
報
の
も
よ
お
さ
ば
い
か
な
る
ふ 

る
ま
い
も
す
べ
し
」

と

表

現

し

た

『
歎
異
抄
』

の
衆
生
理
解
と
重 

な
る
よ
う
に
思
う
。

と
す
れ
ば
、
宿
業
に
よ
っ
て
催
さ
れ
た
罪
悪 

は
、

「我
が
弟
子
」

で

あ

る

こ

と

の

証

し
で

あ

る

「戒

」
を
毀
犯 

す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
四
狂
に
よ
る 

悪
と
は
、
煩
悩
罪
業
で
あ
っ
て
、
邪
見
・
僑
慢
・
疑
で
は
な
い
で 

あ
ろ
う
。

邪

見

・
僑

慢

は

内

道

・
清
浄
戒
を
否
定
す
る
無
明
で
あ 

り

分

別

・
執
で
あ
る
。

実
は' 

釈
尊
の
眼
を
通
せ
ば
、
阿
闍
世
の
苦
悩
は
宿
業
そ
の
も 

の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
根
源
は
宿
業
の
事
実
を
荷
負
う
よ
う
な



主
体
、
宿
業
の
催
し
に
よ
っ
て

破
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
人
間(

清 

浄
有
戒
者)

を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で 

あ
る
。
や
が
て
釈
尊
が
阿
闍
世
に
自
覚
さ
せ
開
示
さ
せ
た
の
は
宿 

業
の
催
す
事
実
か
ら
逃
避
す
る
必
要
の
な
い
主
体
で
あ
っ
た
。
換 

言
す
れ
ば
、
阿
闍
世
が
六
師
外
道
の
説
に
満
足
す
る
こ
と
が
で
き 

な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
運
命
の
解
釈
に
過
ぎ
ず' 

苦
悩
の
衆 

生
の
現
実
を
荷
負
う
真
の
主
体
を
開
示
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か 

ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
宿
業
の
催
す
罪
悪
に
よ
っ 

て
毀
犯
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
戒
を
受
け
る
仏
弟
子
こ
そ
、
善
悪
に 

圧
し
つ
ぶ
さ
れ
る
自
我
へ
の
依
頼
を
破
り
翻
回
し
て' 

釈
尊
の
呼 

び
か
け
た
も
う
人
間
観
を
深
信
し
依
り
処
に
す
る
存
在
で
あ
る
と 

い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
真
門
の
誓
願
に
よ
っ
て
、
聞
法
の
真
の
主
体
が
問 

わ
れ' 

そ

れ

を

「
清
浄
有
戒
者
」

の
一
句
の
内
容
を
確
か
め
る
こ 

と
に
托
し
て
考
察
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
誓
願
は
正
し
く
真 

の
仏
弟
子
と
し
て
誕
生
す
る
こ
と
へ
の
勧
励
で
あ
り
、
三
宝
成
就 

の
願
海
へ
悲
引
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
勧
励
悲
引 

の
具
体
的
働
き
と
し
て
、
や
が
て
善
知
識
が
課
題
と
さ
れ
て
く
る 

の
で
あ
る
。

善
知
識
と
は
、
果
遂
の
誓
願
に
根
拠
す
る
摂
化
の
光
明
の
作
用

の
具
体
性
で
あ
り
、

つ

ま

り

「
果
し
遂
げ
ん
」
と
い
う
誓
い
の
意 

欲

に

立

つ

こ

と

ば(

教
言)

以
外
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
衆 

生
の
深
い
本
来
性
に
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
邪

見

・
僑
慢 

を
破
り
仏
道
の
真
の
主
体
を
開
示
し
、
真

の

仏

弟

子(

仏
道
を
歩 

む
存
在
ド
往
生
人)

と
し
て
誕
生
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に' 

真
の
仏
弟
子
と
し
て
執
持
一
心
を
趣
求
せ
し
め
よ 

う
と
い
う
働
き
が
善
知
識
と
し
て
表
現
さ
れ
て
く
る
こ
と
も
必
然' 

の
展
開
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
各
別
の
自
利
の
信
を
破
り 

恒
沙
の
信
を
勧
め
る
恒
沙
の
諸
仏
の
働
き
と
し
て
求
め
る
こ
と
も 

で
き
よ
う
。

わ
れ
ら
は' 

ど
こ
ま
で
も
仏
弟
子
た
ら
し
め
る
畢
竟
成
仏
の
道 

路
で
あ
る
浄
土
を
願
求
礼
讃
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
願
海
の
外
に 

あ
っ
て
求
め
る
の
で
は
な
く
、
願
海
の
内
に
包
越
さ
れ
て' 

願
海 

に
支
え
ら
れ
て
求
願
す
る
の
で
あ
る
。

願
海
の
内
に
あ
っ
て
始
め 

て
願
を
阻
害
す
る
障
碍
を
自
覚
し
課
題
と
し
て
仏
道
を
歩
む
こ
と 

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
末
法
無
仏
の
世
に
お
い
て
宿
業 

の
身
を
生
き
る
存
在
に
と
っ
て
、
仏
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
確
証
す 

る
方
途
は' 

外
(

縁)

に
諸
仏
善
知
識
の
勧
励
証
誠
を
う
け
て
、
 

内
(

因)

に

「
清
浄
有
戒
」
な
る
主
体
を
獲
得
す
る
構
造
に
お
い 

て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
浄
土
教
に
お
け
る
仏
弟
子
と
は
、
三
宝 

具
現
の
名
号
に
よ
っ
て
、
三

宝

成

就

の

働

き(

光
明
の
摂
化)

の



た
だ
中
に
在
る
と
い
う
自
覚
が
与
え
ら
れ
た
存
在
、
そ

れ

を

「
釈 

迦
諸
仏
の
弟
子
、 

金
剛
心
の
行
人
」(

信
巻)

と
名
づ
け
る
の
で
あ 

る
。こ

の
よ
う
に
し
て
果
遂
の
誓
い
は
、
十

方

衆

生

に

「清
浄
有
戒 

者
」
と
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
択
の
願
海
に
悲
引
し
真 

の
仏
弟
子
た
る
主
体
を
開
顕
し
よ
う
と
す
る
方
便
で
あ
る
と
い
え 

よ
う
。


