
逆
・
謗
・
闡
提

一

『
大
無
量
寿
経
』

の
本
願
文
、
な
ら
び
に
本
願
成
就
文
に
は
、
 

と

も

に

「唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
す
べ
て 

の
衆
生
を
も
れ
な
く
往
生
せ
し
め
よ
う
と
い
う
本
願
、

そ
し
て
そ 

の
成
就
を
語
る
文
に' 

こ
の
唯
除
の
語
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
 

文
の
当
面
の
意
味
か
ら
言
っ
て
も
、
ゆ
ゆ
し
き
こ
と
で
あ
る
と
言 

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本

願

文

の

「
十
方
衆
生
」
と
は
、
東
西
南
北 

四
維
上
下
の
す
べ
て
の
衆
生
で
あ
り
、
成

就

文

の

「
諸
有
衆
生
」 

と
は
あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
ま

た

「
も
ろ
も
ろ
の
迷
い
の
あ
り
方
の
衆 

生
」

で
あ
る
。

そ
こ
に
、

「
唯
だ
五
逆
と
正
法
を
誹
謗
せ
ん
と
を 

ば
除
く
」
と
あ
れ
ば' 

「
十
方
衆
生
」

「
諸
有
衆
生
」
と
い
う
意 

味
が
全
う
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題 

で
あ
る
。

五
逆
と
誹
謗
正
法
を
除
い
た
十
方
衆
生
と
い
う
こ
と
で 

あ
れ
ば
、
正
確
に
は
す
べ
て
の
衆
生
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け

三

明

智

彰
 

で
あ
る
。

仏
の
大
悲
本
願
は
一
人
を
も
漏
さ
ず
、
普
く 

一
切
の
衆 

生
を
利
し
た
も
う
べ
し
と
い
う
こ
と
が
、
結
論
的
理
解
で
あ
る
と 

し
て
も' 

そ
の
結
論
に
い
た
る
た
め
に
は' 

も
と
本
願
文
と
そ
の 

成
就
文
に
唯
除
さ
れ
た
者
、
す
な
わ
ち
五
逆
と
誹
謗
正
法
は
何
故 

に
、
ま
た
い
か
に
し
て
往
生
を
得
る
の
か
は
、
人
々
に
と
っ
て
大 

き
な
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

本

願

文

・
成
就
文
の
顕
文
に 

よ
れ
ば
、

五
逆
と
謗
法
は
決
し
て
本
願
救
済
の
機
で
あ
っ
て
は
な 

ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
我
々
は
伝
統
の
七
祖
、
就

中

曇

鸞

・
善 

導
二
師
の
功
積
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
代
表
的
な 

も

の

は

『
論
註
』

ハ

番

問

答

と

『
観
経
疏
』
散
善
義
の
下
下
品
釈 

で
あ
る
。
前
者
で
は
十
念
念
仏
、
後
者
で
は
仏
の
大
悲
に
よ
っ
て 

こ

そ

五

逆

・
謗
法
は
往
生
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で 

あ
る
が
、

そ
の
叙
述
の
中
心
は
、

『
大
無
量
寿
経
』

に

「
唯
除
五 

逆
誹
謗
正
法
」

と
あ
る
の
に
、

『
観
無
量
寿
経
』

で
は
五
逆
を
摂



す
る
と
あ
る
、

そ
の
意
如
何
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
は. 

五

逆

・
謗
法
の
二
機
が
取
り
扱
わ
れ
て
あ
る
。

親
鸞
は
、

『
教
行
信
証
』

「
信
巻
」
抑

止

文

釈

に

『
涅
槃
経
』 

の

「
現
病
品
」 

「
梵
行
品
」 

「
迦
葉
品
」

か
ら
の
引
用
の
後' 

結 

成
勧
信
し
て
、
次
に

夫
れ
諸
の
大
乗
に
拠
る
に
難
化
の
機
を
説
け
り
、
今

『
大
経
』 

に
は
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
と
言
ひ
或
は
唯
除
造
无
間
悪
業
誹 

謗
正
法
及
聖
人
と
言
へ
り
。

『
観
経
』

に
は
五
逆
の
往
生
を 

明
し
て
謗
法
を
説
か
ず
。

『
涅
槃
経
』

に
は
難
治
の
機
と
病 

と
を
説
け
り
。
斯
れ
等
の
真
教
云
何
が
思
量
せ
ん
や
。
(

親
全 

一
 

—

一
ハ
四)

と
自
ら
問
い
を
出
だ
し
、
右

の

『
論
註
』

よ

り

七

問

答(

第
一
問 

答
を
除
く)

と
、

『
散
善
義
』

下
下
品
釈
、
『
法
事
讃
』
、

『
往
生 

拾
因
』

を
引
き' 

難
治
の
機
の
救
済
を
明
か
す
が
、

そ
こ
で
は' 

五
逆
謗
法
の
二
機
に
一
闡
提
を
加
え
て
、

「
難

化

の

三

機

・
難
治 

の
三
病
」
と
し
て
問
題
に
し
て
い
る
。

「難
化
の
三
機
・
難
治
の 

三
病
」
と
い
う
見
方
は
、

大

乗

『
涅
槃
経
』

に
出
て
く
る
も
の
で 

あ
る
。

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
、

唯
除
一
闡
提
と
い
う
こ
と
を
釈
尊 

入
滅
の
最
後
説
法
と
し
て

宣
説
す
る
の
が
『
涅
槃
経
』

で
あ
る
。
 

ま
た
、
引

用

さ

れ

た

『
法
事
讃
』

に
は'

仏
願
力
を
以
て
、

五
逆
と
十
悪
と
罪
滅
し
生
を
得
し
む
、
謗

法
闡
提
回
心
す
れ
ば
皆
往
く
。(

親
全
ー
ー
ー
九
一) 

と
い
う
文
が
あ
る
。
さ
ら
に
溯
っ
て
『
教
行
信
証
』
の

「総
序
」
に
は
、
 

世
雄
の
悲
、
正
し
く
逆
謗
闡
提
を
恵
ま
む
と
欲
す
。
(

親
全
ー 

—
五)

と
明
記
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
釈
尊
出
世
の
所
以
、

そ 

の
本
懐
は
、

「
斉
し
く
苦
悩
の
群
萌
を
救
済
」
(

「総
序
」)

す
る 

と
い
う
こ
と
を
さ
ら
に
徹
底
し
て
、

「
正
し
く
逆
謗
闡
提
を
恵
ま 

む
と
欲
す
」

と

い

う

「悲
」
に
あ
る
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
正 

欲
(

正
し
く-
-

欲
す)

」

と
は' 

如
来
出
世
の
本
懐
を
示
す
こ 

と
ば
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
総
序
」
は

『
教
行
信
証
』

全
巻
を
総
括 

し
、

本
書
一
部
の
大
綱
を
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
体
系
の
根 

源
は
ま
さ
に
、

「
正
し
く
逆
謗
闡
提
を
恵
ま
む
と
欲
す
」
と
こ
ろ 

の
如
来
の
大
悲
で
あ
る
と
観
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、

そ 

の
大
悲
が
最
も
具
体
的
な
形
で
以
て
示
さ
れ
る
の
が
、
「信
巻
」
の 

抑
止
文
釈
な
の
で
あ
る
。

親
鸞
は' 

右
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
難
化
の
三
機
を
問
題
に
す 

る
。

そ
し
て
、

こ
の
三
機
が
如
来
の
本
願
救
済
の
機
で
あ
る
と
言 

う
。

『
大
無
量
寿
経
』

に
よ
れ
ば
五
逆
と
謗
法
の
二
機
の
み
で
あ 

る
の
に' 

な
ぜ
ー
闕
提
を
加
え
て
三
機
と
し
て
問
題
に
し
な
け
れ 

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
親
鸞
は
、
何
を
さ
し
て
一
闡
提
と
言
っ 

た
の
か
、

そ
こ
に
人
間
の
如
何
な
る
こ
と
を
言
い
あ
て
た
の
で
あ



ろ
う
か
。

一
闡
提
と
は
、

一
般
に'

〇-
。ーー

着
ま!
^

の
音
写
語
、
断

善

根

，
 

信

不

具

足

・
極
欲
な
ど
と
漢
訳
し' 

成
仏
す
る
因
を
持
た
ぬ
も
の
、
 

と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
辞
書
的
意
味
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
辞 

書
的
定
義
が
成
立
す
る
由
縁
を
考
え
れ
ば' 

辞
書
的
理
解
を
以
て 

仏
教
の
経
論
釈
の
語
意
を
決
定
す
る
と
い
う
如
き
浅
薄
な
態
度
は 

決
し
て
と
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
の
用
語
の
意 

味
は
、
親
鸞
の
教
学
の
文
脈
か
ら
と
ら
え
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ま
た
、
古
来
、

「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」

の
文
は
釈
尊
の
抑
止 

文
と
呼
ば
れ
て
き
た
。

五
逆
謗
法
の
重
罪
を
犯
す
こ
と
を
抑
え
止 

め
る
た
め
の
釈
尊
の
所
説
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
 

「
抑
止
は
釈
尊
の
方
便
な
り
」(

覚

如

『
口
伝
鈔
』
第
二
十
段)

と
言 

わ
れ
て
い
る
。

そ
の
領
解
の
も
と
は
、
善

導

の

『
散
善
義
』

下
下 

品
釈
の' 

「
已
造
業
—
摂
取
門
、
未
造
業
—
抑
止
門
」

の
説
で
あ 

る
。
親
鸞
は
、

『
尊
号
真
像
銘
文
』

の
中
で
、
 

唯
除
と
い
ふ
は
た
だ
の
ぞ
く
と
い
ふ
こ
と
ば
也
。

五
逆
の
っ 

み
び
と
を
き
ら
い' 

誹
謗
の
お
も
き
と
が
を
し
ら
せ
む
と
也
。
 

こ
の
ふ
た
つ
の
つ
み
の
お
も
き
こ
と
を
し
め
し
て' 

十
方 

一
 

切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ
し
と
し
ら
せ
む
と
な
り
。
 

(

親
全
三
和
文
篇
——
七
五)

と
述
べ
て
い
る
。

「
五
逆
の
つ
み
び
と
を
き
ら
い
、
謗
法
の
お
も

き
と
が
を
し
ら
せ
」

て
、

「
こ
の
ふ
た
つ
の
つ
み
の
お
も
き
こ
と 

を
し
め
し
て' 

十
方
一
切
の
衆
生
み
な
も
れ
ず
往
生
す
べ
し
と
し 

ら
せ
む
」
と
す
る
の
が' 

唯
除
の
文
の
意
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ 

る
。
抑
止
の
内
容
は
、

五

逆

・
謗
法
の
罪
を
嫌
い
重
罪
で
あ
る
と 

厳
し
く
犯
す
こ
と
を
誡
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
限
り
、 

五
逆
・
謗
法
の
存
在
を
許
す
も
の
で
は
な
い
。

「
唯
だ
除
く
」

と 

い
う
言
葉
は
厳
粛
な
教
言
で
あ
る
。

決
し
て
、

「
犯
し
て
も
摂
取 

す
る
」
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
前
提
に
す
る
よ
う
な
考
え
の 

介
在
や
そ
れ
に
基
く
行
為
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
 

如
来
抑
止
の
聖
意
が
ぼ
か
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
お
わ
る
か 

ら
で
あ
る
。

ま
た
、 

こ

れ

は

一

切

の

衆

生

は

「
五
逆
謗
法
」

の
身 

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
如
来
の
悲
心
に
よ 

っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
語
る
の
だ
ろ
う
か
。

親
鸞
に 

は
、

「
己
が
分
を
思
量
せ
よ
」

と
い
う
言
葉
が

あ
る
が

、

こ
の 

「
己
が
分
」
を
或
い
は
人
あ
っ
て
「
五
逆
謗
法
闡
提
た
る
わ
た
し
」 

と
領
解
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
教
言
の
主
観
的
実
存
的 

領
解
や
懺
悔
の
表
白
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が' 

か
え
っ
て
実
は 

「
我
が
身
」
と
は
関
係
の
な
い
告
白
に
な
り
が
ち
で
は
な
か
ろ
う 

か
。

た
と
い
、
煩
悩
が
身
に
満
ち
満
ち
て
、
欲
も
多
く
、

い
か
り 

-

は

ら

だ

ち

・
そ

ね

み

・
ね
た
む
こ
こ
ろ
多
く
間
な
く
し
て
臨
終 

の
時
ま
で
と
ど
ま
ら
ず' 

き
え
ず
、

た
え
ず
、 (

『
一
念
多
念
文
意
』



取
意)

と
感
じ
た
り
思
い
知
ら
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と 

し
て
も
、
そ
れ
を
以
て
た
だ
ち
に
自
分
は
「
五

逆

・
謗

法

・
闡
提
」 

で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
正
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
と
も
と
何 

故

に

「
五

逆

・
謗

法

・
闡
提
」

と
い
う
こ
と
が
経
言
と
し
て
吐
き 

出
さ
れ
・
た
の
か
、
を
深
く
思
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
単
な
る
会
通 

や
卑
下
と
い
う
慢
に
頹
落
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
五
逆 

・
謗

法

，
闡
提
」
と
は
、
自
己
反
省
と
か
、
し
ば
し
ば
多
用
さ
れ 

て

い

る

い

わ

ゆ

る

「
自
覚
」

の
内
容
と
は
言
い
難
い
。

至
難
の
事 

柄
で
あ
る
。
誠
実
そ
う
で
あ
っ
た
り
深
刻
そ
う
で
あ
っ
た
り
と
い 

う
装
い
を
取
っ
て
も
軽
々
に
告
白
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
し' 

こ 

と
ば
の
み
ま
ね
て
も
駄
目
で
あ
る
。

し
か
も
前
述
の
如
く
、 

世
雄
の
悲
、
正
し
く
逆
謗
闡
提
を
恵
ま
む
と
欲
す
。
 

と
、

「総
序
」

に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
何
故
で
あ 

る
か
。
我
々
は
、
結
論
だ
け
で
な
く
、
そ
の
結
論
に
い
た
る
プ
ロ 

セ
ス
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

二

「
一
闡
提
」
と

い

う

語

の

初

出

は

『
涅
槃
経
』

で
あ
る
。
親
鸞 

が
こ
の
経
に
通
暁
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
異
論
を
さ
し
は
さ
む 

者
は
あ
る
ま
い
。

主

著

『
教
行
信
証
』

に

『
涅
槃
経
』

は
欠
く
こ 

と
の
で
き
ぬ
経
で
あ
り
、
非
常
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

親

鸞

の

如

来

観

・
衆

生

観

・
信

心

観

は

よ

く

『
涅
槃
経
』
を
こ
な 

し
き
っ
た
所
か
ら
得
た
智
見
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
学
の
多 

く
指
摘
す
る
所
で
あ
る
。

ま
た
、

七
祖
の
中
道
綽
以
降
の
四
祖
は 

確

実

に

『
涅
槃
経
』

か
ら
も
の
の
見
方
を
吸
収
し
て
い
る
。
 

親
鸞
の
一
闡
提
観
に
示
唆
を

与
え

た
の
は

『
涅
槃
経
』

だ
が
、
 

そ

の

『
涅
槃
経
』

に
お
け
る
一
闕
提
の
定
義
な
る
も
の
は
、
き
わ 

め
て
多
種
多
様
で
あ
る
。
破

戒

者

・
謗

法

者

・
無

信

・
犯
四
重
禁 

-

断

善

根

・
五

逆

・
多

橋

慢

者

・
大

欲

・
無
慚
愧
者
等
々
で
あ
り 

そ
れ
を
、
焦

種

・
必

死

不

可

治

の

人

・
無

瘡

・
無

目

・
生
盲
・
大 

竜
な
ど
に
た
と
え
て
い
る
。
要

す

る

に

「
成
仏
の
因
を
も
た
ぬ
も 

の
」
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が' 

あ
ま
り
に

多

く

の
も

の
を

闡 

提
と
見
做
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』

は
、
仏
性
を
宗
と 

す

る

経

で

あ

り(

道

綽

『
安
楽
集
』)

、
自
ら
の
仏
性
義
を
明
ら
か
に 

す
る
の
に
決
し
て
相
入
れ
ぬ
者
を
一
闕
提
と
決
め
つ
け
て
ま
こ
と 

に
厳
し
く
糾
弾
し
て
い
る
。

「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」

と
い
う
こ 

と
を
宣
説
す
る
た
め
に
、

い
わ
ば
敵
対
者
と
し
て
一
闡
提
を
掲
げ
、 

そ
れ
を
徹
底
的
に
批
判
否
定
し
て
、

以
て
い
よ
い
よ
悉
有
仏
性
を 

経
是
と
し
て
打
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
親
鸞
は
、

一
闡
提
に
関
す
る
『
涅
槃
経
』

の
所
説
の
総 

て
に
よ
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

一
闡
提
と
い
う
語
で
人
間 

の
存
在
の
な
に
ご
と
か
を
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。



親
鸞
に
於
て
一
闡
提
と
は
何
か
を
語
義
の
上
で
具
体
的
に
示
す 

も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
も
の
に
次
の
和
讃
が
あ
る
。
 

五
濁
増
の
と
き
い
た
り 

疑
謗
の
と
も
が
ら
お
ほ
く
し
て 

道
俗
と
も
に
あ
ひ
き
ら
い 

修
す
る
を
み
て
は
あ
た
を
な
す 

本
願
毀
滅
の
と
も
が
ら
は 

生
盲
闡
提
と
な
づ
け
た
り 

大
地
徴
塵
劫
を
へ
て 

な
が
く
三
塗
に
し
づ
む
な
り

(

『
浄
土
高
僧
和
讃
』
親
全
二
和
讃
篇
— 

ー
ー
九
・
傍
点
筆
者) 

こ
れ
は
、

『
浄
土
高
僧
和
讃
』

の
中
、
善

導

讃

の

第

二

十

二

・
二 

十
三
首
で
あ
る
が
、

こ
の
和
讃
に
親
鸞
は
、
左
訓
と
左
仮
名
を
付 

し
て
い
る
。

「
毀
滅
」

に
は
、

そ

し

る

ほ

ろ

ぼ

す

そ

し

る

に

と

り

て

も

わ

が

す

る

ほ
 

ふ
は
ま
さ
り 

ま
た
ひ
と
の
す
る
ほ
ふ
は
い
や
し
と
い
ふ
を 

く

ゐ

め

ち

と

い

ふ

な

り(

同
上) 

と
記
し
、

「
生
盲
闡
提
」

に
は
、 

し
ゃ
う
ま
う
は
む
ま
る
ゝ
よ
り
め
し
ゐ
た
る
を
い
ふ 

ふ
ち 

ほ
う
に
す 

へ
て
し
ん
な
き
を
せ
ん
た
い
と
い
ふ
な
り(

同
上) 

と
記
し
て
い
る
。

「
わ
が
す
る
法
は
ま
さ
り
、
人
の
す
る
法
は
い

や
し
」
と

言

っ

て

「
そ
し
り
ほ
ろ
ぼ
す
」

こ

と

が

「
毀
滅
」

で
あ 

り
、

本

願

を

毀

滅

す

る

輩

を

「
生
盲
闡
提
」

と
名
づ
け
る
。

そ
の 

「
生
盲
闡
提
」

と

は

ゝ

生

ま

る

る

よ

り

盲

い

た

る

者(

生
盲)

、 

「
仏
法
に
す
べ
て
信
な
き
を
闡
提
と
い
う
な
り
」' 

と
し
て
い
る 

の
で
あ
る
。

こ
の
和
讃
は
、
善

導

の

『
法
事
讃
』

の
文
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
 

す
な
わ
ち
、

『
法
事
讃
』

下
巻
、
転
経
分
の
結
び
の 

五

濁

増

時

多

疑

謗

道

俗

相

嫌

不

用

聞

見

有

修

行

起

嗔

毒 

方
便
破
壊
競
生
怨 

如

此

生

盲

闡

提

輩

毀

滅

頓

教

永

沉

淪 

超
過
大
地
徴
塵
劫 

未
可
得
離
三
塗
身(

「
五
濁
増
の
時
に
多 

く
疑
謗
し
て
、
道
俗
相
い
嫌
い
て
聞
く
こ
と
を
用
い
ず
、
修 

行
す
る
こ
と
を
有
る
を
見
て
は
嗔
毒
を
起
こ
し
、
方
便
破
壊 

し
て
競
い
て
怨
み
を
結
ぶ
。

か
く
の
如
く
の
生
盲
闡
提
の
輩 

ら
は
、
頓
教
を
毀
滅
し
て
永
く
沉
淪
す
。

大
地
微
塵
劫
を
超 

過
す
れ
ど
も
、

い
ま
だ
三
塗
身
を
離
る
る
こ
と
を
得
ず
。
」 

(

親
全
九
加
点
篇⑷

——
七

七

・
同
書
の
訓
点
に
よ
り
延
べ
書
き) 

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
ば
を
ふ
ま
え
て
親
鸞
は
、
建

長

七

年(

一
ニ
五 

五
年
・
八
十
三
歳)

頃
の
関
東
で
の
念
仏
弾
圧
に
際
し
て
門
弟
た
ち 

に
次
の
よ
う
な
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。

そ
ら
ご
と
を
ま
ふ
し
、

ひ
が
ご
と
に
ふ
れ
て
、
念
仏
の
人

 々

に
お
ほ
せ
ら
れ
つ
け
て
、
念
仏
を
と
ヾ
め
ん
と
、
と
こ
ろ
の



領

主

・
地

頭

・
名
主
の
御
は
か
ら
い
ど
も
の
さ
ふ
ら
ふ
ら
ん 

こ
と
よ
く
よ
く
や
う
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。

そ
の
ゆ
へ 

は
、
 

釈
迦
如
来
の
み
こ
と
に
は
、
念
仏
す
る
人
を
そ
し
る
も
の
を 

ば
、

「
名
无
眼
人
」
と
ゝ
き
、

「
名
无
耳
人
」
と
お
ほ
せ
お 

か
れ
た
る
こ
と
に
さ
ふ
ら
ふ
。
善

導

和

尚

は

「
五
濁
増
時
多 

疑
謗
、
道
俗
相
嫌
不
用
聞
、
見
有
修
行
起
瞋
毒
、
方
便
破
壊 

競
生
怨
」
と
た
し
か
に
釈
し
お
か
せ
た
ま
ひ
た
り
。

こ
の
世 

の
な
ら
ひ
に
て
念
仏
を
さ
ま
た
げ
ん
人
は
、

そ
の
と
こ
ろ
の 

領

家

・
地

頭

・
名
主
の
や
う
あ
る
べ
き
こ
と
に
て
こ
そ
さ
ふ 

ら
は
め' 

と
か
く
申
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。

念
仏
せ
ん
ひ
と 

は
、 

か
の
さ
ま
た
げ
を
な
さ
ん
ひ
と
を
ば
あ
は
れ
み
を 

な
し
不
便
に
お
も
ふ
て
、
念
仏
を
も
ね
ん
ご
ろ
に
ま
ふ
し
て
、
 

さ
ま
た
げ
な
さ
ん
を
、

た
す
け
さ
せ
た
ま
ふ
べ
し
と
こ
そ
、
 

ふ
る
き
人
は
ま
ふ
さ
れ
さ
ふ
ら
ひ
し
か
。
(

消
息
集
略
本
第
四 

通

・
親
全
三
書
簡
篇
——

一
三
六
・
広
本
第
九
通
に
あ
た
る
。
略
本
消 

息
集
第
五
通
・
広
本
第
十
通
に
も
こ
の
法
事
讃
の
文
を
引
く
。) 

右

の

「
ふ
る
き
人
」
と
は
、
師
源
空
を
指
す
。

『
西
方
指
南
鈔
』 

に
は
、
上

記

の

『
法
事
讃
』

の

「
見
有
修
行
起
瞋
毒
」
以
下
四
句 

を
引
い
て
、

こ
の
文
の
こ
こ
ろ
は
、
浄
土
を
ね
が
ひ
念
仏
を
行
ず
る
も
の 

を
見
て
は
瞋
を
お
こ
し
毒
心
を
ふ
う
み
て
、
は
か
り
事
を
め

ぐ
ら
し
、
や
う-

^

の
方
便
を
な
し
て
、
念
仏
の
行
を
破
り 

て
、
あ
ら
そ
ひ
て
怨
を
な
し
、

こ
れ
を
と
ヾ
め̂

と
す
る
な 

り
。

か
く
の
ご
と
き
人
は
、

む
ま
れ
て
よ
り
こ
の
か
た
、
仏 

法
の
ま
な
こ
し
ひ
て
、
仏
の
種
を
う
し
な
へ
る
闡
提
の
輩
な 

り
。

こ
の
弥
陀
の
名
号
を
と
な
え
て
、

な
が
き
生
死
を
た
ち 

ま
ち
に
き
り
て
、
常
住
の
極
楽
に
往
生
す
と
い
ふ
頓
教
の
法 

を
そ
し
り
ほ
ろ
ぼ
し
て
、

こ
の
罪
に
よ
り
て
、
な
が
く
三
悪 

に
し
づ
ま
む
と
い
え
る
な
り
。

か
く
の
ご
と
き
の
人
は
、
大 

地
徴
塵
劫
を
す
ぐ
と
も
、
む
な
し
く
三
悪
道
の
み
を
は
な
る 

、
事
を
う
べ
か
ら
ず
と
い
え
る
な
り
。

さ
れ
ば
さ
や
う
に
妄 

語
を
た
く
み
て
申
候
覧
人
は
、

か
へ
り
て
あ
は
れ
む
べ
き
こ 

と
な
り
。(

『
西
方
指
南
鈔
』
巻
下
末
、
「
つ
の
と
の
三
郎
殿
御
返
事
」 

親
全
五
輯
録
篇⑵

—
三
五
九
・
又

『
西
方
指
南
鈔
』

中
末
、
同
上 

丄
一
〇
〇)

と
い
う
書
簡
が
あ
る
。
前

掲

の

和

讃

に

お

け

る

「
闡
提
」

は
、
本 

願
念
仏
の
教
を
そ
し
り
怨
を
な
す
者
、
す
な
わ
ち
、
本
願
念
仏
に 

対
す
る
弾
圧
者
を
さ
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
、
仏
法
に
全
く
信
が 

な
い
者
で
あ
る
と
お
さ
え
て
い
る
。

さ
ら
に
親
鸞
は
、

「
菩
提
を

①
 

②
 

う
ま
じ
き
人
」

「
守
屋
の
臣
と
お
も
ふ
べ
し
」
と
ま
で
厳
し
く
言 

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
頓
教
と
し
て
の
仏
法
本
願
を
毀
滅
し
破
壊
せ
ん



と
す
る
者
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
建 

長
七
年
九
月
二
日
と
推
定
さ
れ
て
い
る
書
簡
で
あ
る
が
、
 

領

家

・
地

頭
.

名
主
の
ひ
が
ご
と
す
れ
ば
と
て
、

百
姓
を
ま 

ど
は
す
こ
と
は
さ
ふ
ら
は
ぬ
ぞ
か
し
。
仏
法
を
ば
や
ぶ
る
人 

な
し
。
仏
法
者
の
や
ぶ
る
に
た
と
へ
た
る
に
は
、
師
子
の
身 

中
の
む
し
の
し
し
む
ら
を
く
ら
ふ
が
如
し
と
さ
ふ
ら
へ
ば 

念
仏
者
を
ば
仏
法
者
の
や
ぶ
り
さ
ま
た
げ
さ
ふ
ら
ふ
な
り
。
 

よ
く-
^
-

こ
ゝ
ろ
へ
た
ま
ふ
べ
し
。
(

略
本
御
消
息
集
第
五
通 

，
広
本
で
は
第
十
通
の
追
伸
。
親
全
三
書
簡
篇
—

一
四
三) 

と
い
う
文
が
あ
る
。

「
念
仏
者
を
や
ぶ
り
さ
ま
た
げ
」

る
者
は
、
 

ほ

か

な

ら

ぬ

「
仏
法
者
」
で
あ
る
。

大
地
の
生
活
者
民
衆
を
ま
ど 

わ
す
の
は'

領

家

・
地
頭
・
名
主
で
は
な
く
、

「仏
法
者
」
こ
そ
が 

そ
う
で
あ
る
と
い
う
。

こ

の

「
仏
法
者
」

の
罪
は
ま
こ
と
に
深
い
。
 

彼
等
こ
そ
頓
教
毀
滅
の
徒
輩
で
あ
る
。
親
鸞
は
、

『
教
行
信
証
』 

の 

「
後
序
」

に
、

い
わ
ゆ
る
承
元
の
法
難
の
記
録
を
の
せ
て
、
 

『
教
行
信
証
』
製
作
の
縁
由
の
一
つ
と
し
て
い
る
が
、

そ
の
念
仏 

弾
圧
が
行
な
わ
れ
て
、
吉
水
の
教
団
が
破
壊
さ
れ
て
い
く
重
要
な 

契
機
と

し
て

興
福
寺
学
徒
の
奏
達(

貞

慶

作

「
興
福
寺
奏
状
」)

を 

特
記
し
て
い
る
。

「
念
仏
者
を
仏
法
者
が
や
ぶ
り
さ
ま
た
げ
る
」 

と
い
う
事
実
を
親
鸞
は
ま
の
あ
た
り
体
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

自

他

共

に

高

徳

な

る

「
仏
法
者
」
と

認

め

る

所

の

「
仏
法
者
」
が
、

そ
の
内
実
は
、

「
仏
法
に
全
く
信
無
き
」

こ
と
を
暴
露
し
た
の
が
、
 

こ
の
念
仏
弾
圧
で
あ
っ
た
。

死
罪
に
坐
せ
ら
れ
た
安
楽
は
、
後
鳥 

羽

院

に

対

し

て

先

の

善

導

『
法
事
讃
』

の
文
を
唱
え
、

六
条
河
原

③
 

に
て
高
唱
念
仏
の
中
首
切
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
法
然
を
は
じ 

め' 

親
鸞
ら
門
徒
は
、
ま
さ
に
善
導
の
あ
の
こ
と
ば
が
、
今
日
実 

際
に
証
明
さ
れ
た
と
受
け
取
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
弾 

圧
は
ま
た
、
真
の
仏
教
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
で
も
あ
っ
た
の
で 

あ
る
。
親
鸞
は
、

こ
の
弾
圧
後

し
か
れ
ば
す
で
に
僧
に
非
ず
俗
に
非
ず
。

是
の
故
に
秃
の
字 

を
以
て
姓
と
す
。

と' 

自

ら

「
秃
」

の
字
を
姓
と
し
た
。

「
秃
」
と
は
、

「破
戒
不 

護
法
者
」

の
謂
で
あ
る
。
事
実
親
鸞
は
、

「
破
戒
不
護
法
者
」

と 

い
う
罪
を
問
わ
れ
て
流
罪
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ

の

「破 

戒
不
護
法
者
」
を

意

味

す

る

「
秃
」

の
字
を
も
っ
て
自
分
の
姓
と 

し
た
と
い
う
こ
と
は
、
は
た
し
て
、
自
ら
破
戒
不
護
法
者
で
あ
る 

と
認
め
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、

そ 

う
簡
単
に
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
。

「後
序
」

に
あ
る
よ
う
に
、

「
秃
」

の
字
を
姓
と
し
た
理
由
は
、 

「
非
僧
非
俗
」

と
い
う
確
認
の
故
で
あ
る
。

「非
僧
非
俗
」
と
は
、 

人
間
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な 

意
味
で
人
間
で
な
い
の
か
、
が
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ



も
そ
も
、
僧

・
俗
と
い
う
こ
と
は
、
長
い
仏
教
の
歴
史
の
中
で
、
 

き
わ
め
て
一
般
に
行
な
わ
れ
て
き
た
人
間
分
類
で
あ
る
。
(

今
日 

で
も
、

「
僧

・
俗
」

と
い
う
こ
と
ば
は
、

平
気
で
使
わ
れ
て
い 

る
。)

人
間
は
、
僧
か
俗
し
か
な
い
と
い
う
の
が
従
来
の(

親
鸞
の 

時
代
ま
で
、
そ
し
て
今
日
も
、)

仏
教
の
常
識
的
見
解
で
あ
る
が
、
 

親
鸞
は
、

そ
の
常
識
的
見
解
と
そ
の
根
拠
に
な
っ
て
い
る
教
理
と 

仏
教
者
と
を
、
は
っ
き
り
と
否
定
し
た
。

そ

れ

が

「
非
僧
非
俗
」
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
非
僧
非
俗
」
と
は' 

亦
僧
亦
俗
と
か
半 

僧
半
俗
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
僧
と
俗
と
の
妥
協
や
中
和
と
い

⑤

う
こ
と
で
は
な
い
。
僧
と
俗
の
両
者
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

そ 

れ
ま
で
の
仏
教
の
人
間
観
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
念
仏
弾
圧
の 

奏

状

ま

で

出

す

に

い

た

っ

た

「
仏
法
者
」

の
教
理
実
践
に
立
つ
人 

間
観
か
ら
見
ら
れ
た
人
間
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
僧
と 

い
う
あ
り
方
の
人
間
，
俗
と
い
う
あ
り
方
の
人
間
、
 

と
い
う
分
類

⑥

に
は
、
 

人
間
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た' 

僧
と
俗
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

『
尊
号
真
像
銘
文
』 

に
、
隆
寛
の
建
曆
二
年
三
月
一
日
付(

源
空
入
滅
後
三
十
五
日
か) 

の
源
空
讃
文
が
あ
る
。

そ

の

中

の

「
普
勧
道
俗
」
と
い
う
こ
と
ば 

を
親
鸞
は
次
の
よ
う
に
釈
し
て
い
る
。

普
勧
は
あ
ま
ね
く
す
ゝ
む
と
な
り
。

道
俗
は
道
に
ふ
た
り
あ 

り
俗
に
ふ
た
り
あ
り
。

道
の
ふ
た
り
は
、

一
に
は
僧
、

二
に

は
比
丘
尼
な
り
。
俗
に
ふ
た
り
、

一
に
は
仏
法
を
信
じ
行
ず 

る
男
な
り
。

二
に
は
仏
法
を
信
じ
行
ず
る
女
也
。(

親
全
三
和 

文
篇
— 

一
〇
四)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
非
僧
非
俗
と
は
、
仏
法
を
信
じ
行
ず
る
者
で
は 

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
法
者
で
は
な
い
と
い 

う
こ
と
を
示
す
。

そ

れ

が

「
秃
」

の
字
で
あ
る
。

こ

の

「
非
僧
非
俗
の
故
に
秃
の
字
を
以
て
姓
と
す
る
」

こ
と
は
、
 

「
卑
謙
の
詞
」

と
い
う
も
の
で
は
断
じ
て
あ
る
ま
い
。

百
姓
を
た 

ぶ
ら
か
す
仏
法
者
、

本
願
毀
滅
の
体
制
御
用
教
学
を
否
定
す
る
宣 

言
で
あ
る
。

「
持
戒
と
は
護
法
以
外
な
い
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ 

る
が
、

そ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
南

都

北

嶺

の

「
仏
法
者
」

こ
そ
が
秃 

以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
自
ら
秃
と
名
告
っ
た
と
い
う 

こ
と
は
、
既
存
の
価
値
観
に
よ
る
所
の
仏
法
者
で
は
な
い
、
と
い 

う
こ
と
を
意
味
す
る
。

し
か
る
に
、
弾
圧
し
た
側
か
ら
言
わ
せ
れ 

ば
、
吉

水

教

団

の

方

が

「
破
戒
破
法
の
邪
執
の
輩
」

で
あ
っ
た
に 

違
い
な
い
。

し

た

が

っ

て

親

鸞

が

自

ら

「
愚
秃
」
と
名
告
っ
た
こ 

と
を
、
卑
謙
乃
至
は
反
省
と
取
る
立
場
も
当
然
あ
っ
た
わ
け
で
あ 

る
。

承
元
の
大
弾
圧
の
五
年
後
建
曆
一
年
十
一
月
勅
免
、

こ
の
時
、
 

流
罪
の
俗
名
藤
井
の
姓
を
改
め
て
、
秃
の
字
を
以
て
奏
聞
し
た
が
、
 

大
い
に
朝
廷
側
が

ほ

め

た
と

い
う

記

事
が

あ

る

。

た
と
え
ば
、
 

『
血
脈
文
集
』

第
五
に
は
、
流
罪
記
録
の
あ
と
に
、



愚
秃
は
、
流
罪
に
坐
す
る
時
、
勅

免
(

に)

望
む
の
時
、
藤 

井
の
姓
を
改
め
て
、
愚
秃
の
字
を
以
て
中
納
言
範
光
卿
を
も 

て
勅
免
を
か
ふ
ら
ん
と
、
奏

聞
(

を)

経
る
に' 

範
光
の
卿 

を
は
じ
め
と
し
て
、
諸
卿
み
な
愚
秃
の
字
に
あ
ら
た
め
か
き 

て
奏
聞
を
ふ
る
こ
と' 

め
で
た
く
ま
う
し
た
り
と
て
あ
り
き
。
 

(

親
全
三
書
簡
篇
——

一
七
七
・
傍
点
筆
者) 

と
あ
り
。

『
伝
絵
』

「
師
弟
配
流
」

の
段
で
は
、

『
教
行
信
証
』 

の

後

序

の

は

じ

め

か

ら

「
五
年
の
居
緒
を
経
た
り
」
ま
で
を
挙
げ 

て' 

法
然
と
親
鸞
の
流
罪
の
時
の
俗
名
と
配
流
の
地
を
記
し
た
後 

に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

皇
帝
解
站
磁
号
聖
代
建
暦
辛
未
歳
子
月
第
七
日
、
岡
崎
中
納 

言
範
光
卿
を
も
っ
て
、
勅
免
、
此
時
聖
人
右
の
ご
と
く
、
秃 

字
を
書
て
奏
聞
し
給
ふ
に' 

陛
下
叡
感
を
く
だ
し' 

侍
臣
お 

ほ
き
に
褒
美
す
。(

親
全
四
言
行
篇⑵

—
三
こ 

朝
廷
側
と
し
て
は
、

「
愚
禿
」
を
改
陵
の
情
の
表
明
と
理
解
し
た 

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
し
、

「
愚
秃
」

の
名
告
り
が
、
 

「破
戒
不
護
法
」

に
つ
い
て
の
反
省
の
名
告
り
で
あ
る
な
ら
、
親 

鸞
は
流
刑
の
地
越
後
で
は
前
非
を

悔
い
て

い
わ

ゆ
る
「
仏
法
者
」 

や

権

力

者

の

言

う

「持
戒
護
法
」

の
生
活
を
送
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
 

し
か
し
、

そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
流

罪

勅

免

の

年(

建
暦
元
年) 

の
三
月
三
日
に
は
、
男

児
(

信
蓮
房)

が
恵
信
尼
と
の
間
に
誕
生

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
恵
信
尼
消
息
第
五
通
の
末
尾
が
そ
れ
を
示 

し
て
い
る
。

そ
れ
が
、
親
鸞
の
真
の
護
法
口
本
願
念
仏
者
の
具
体 

的
生
活
の
一
面
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
愚
秃
」

と
言
う
と
、
す

ぐ

に

『
愚
秃
鈔
』

冒

頭

の

「
賢
者
の 

信

・
愚
秃
の
心
」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
以
て
し
ば
し
ば
考
え
ら 

れ
て
き
た
。

そ
れ
は
間
違
い
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

だ
が
し
か
し
、
 

か
く
の
ご
と
き
、

承
元
の
大
弾
圧
を
く
ぐ
っ
て
の
名
告
り
で
あ
る 

と
い
う
こ
と
の
意
味
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
そ
れ
に
目
を
覆
っ
て 

は
な
る
ま
い
。
弾
圧
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
弾
圧
者
は
、

「
諸 

寺
の
釈
門
」
も

「
洛
都
の
儒
林
」
も
為
政
者
も
、

決
し
て
自
ら
を 

「
愚
人
」

と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
彼
の 

人

々

は

「
非
愚
」

の
人
で
あ
っ
た
。
就
中
、

「
諸
寺
の
釈
門
」
は
、
 

そ
の
最
た
る
人
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
故
に
、

「
百
姓
を
ま
ど 

わ
す
」
人
々
だ
っ
た
。

そ

こ

に

「
愚

」
と
名
告
る
意
味
は
重
大
で 

あ
る
。

こ

の

「
愚
」

の
問
題
に
つ
い
て
は
後
日
所
見
を
記
し
た
い
。
 

私
は
、

「
聡

明

・
黠

慧

・
利
根
・
能
善
分
別
の
輩
が
断
善
根
で
あ 

り
、
断
善
根
と
は
是
れ
下
劣
愚
鈍
の
人
に
非
ず
」
と
い
う
経
の
こ 

と
ば
が
思
わ
れ
て
な
ら
ぬ
。

上

記

の

「
和
讃
」

な
ど
に
よ
っ
て
、
親
鸞
が
、

「
闡
提
」
と
い 

う
言
葉
を
使
う
時
、
 

そ
れ
は
本
願
毀
滅
の
輩
を
指
す
と
い
う
こ
と
、
 

ま
た
、 

仏
法
に
全
く
信
の
な
い
も
の
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
を



見
た
。

そ
れ
は
、 

念
仏
弾
圧
と
い
う
具
体
的
事
件
を
縁
と
す
る
。
 

但
し
、
上
に
見
た
和
讃
や
書
簡
に
よ
っ
て
一
応
考
え
る
限
り
で
あ 

る
。

そ
の
念
仏
弾
圧
を
き
っ
か
け
と
し
て
親
鸞
は
、

「
愚
秃
」
と 

名
告
っ
た
。

こ
の
愚
秃
の
名
告
り
が
、

『
教
行
信
証
』

を
は
じ
め 

と

す

る

親

鸞

の

「
顕
浄
土
真
実
」

の
生
涯
の
根
本
姿
勢
を
示
す
。
 

故
に' 

「
本
願
毀
滅
の
輩
は
一
闕
提
で
あ
る
。
仏
法
に
全
く
信
の 

な
い
も
の
で
あ
る
。
」

と
い
う
強
い
視
点
が
親
鸞
に
あ
る
こ
と
を 

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

三

『
教
行
信
証
』

で
、
逆
謗
闡
提
に
つ
い
て
直
接
説
い
て
い
る
の 

は' 

「
信
巻
」

の

難

治

の

機

の

釈(

抑
止
文
釈)

で
あ
る
。

そ
こ 

に
は
、

「
一
闡
提
と
は
何
々
で
あ
る
」

と
い
う
形
で
説
か
れ
て
い 

な
い
が
、
と
も
か
く
、

夫
れ

仏

難

治

の

機

を

説

き

て

『
涅
槃
経
』

に
言
は
く
云
々

(

親
全
一
丄

五

三)

と
は
じ
ま
っ
て
行
く
限
り
、

「
信
巻
」

の
終
わ
り
ま
で
か
け
て
、
 

難
治
の
機
に
つ
い
て
説
く
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら 

か
で
あ
る
。

そ
し
て
、
結
論
は
、
親
鸞
の
自
釈
の

(

難
治
の
機
は)

大
悲
の
弘
誓
を
憑
み
利
他
の
信
海
に
帰
す 

れ
ば
、

こ
れ
を
矜
哀
し
て
治
す
。

こ
れ
を
憐
憫
し
て
療
し
た

も
う
。

喩
え
ば
醍
醐
の
妙
薬
の
一
切
の
病
を
療
す
る
が
ご
と 

し
。
濁
世
の
庶
類
穢
悪
の
群
生
、
金
剛
不
壊
の
真
心
を
求
念 

す
べ
し
。

本
願
醍
醐
の
妙
薬
を
執
持
す
べ
き
な
り
と
。
知
る 

べ
し
。(

親
全
ー
ー
ー
ハ
三) 

で
あ
る
。

そ
れ
は
、

さ
ら
に
善
導
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、 

仏
願
力
を
以
て
五
逆
と
十
悪
と
罪
滅
し
生
を
得
し
む
、
謗
法 

闡
提
回
心
す
れ
ば
皆
往
く
。(

親
全
ー
ー
ー
九
一) 

と
、
は
っ
き
り
言
い
切
ら
れ
る
。

親
鸞
は
、

本
願
の
唯
除
の
二
機
に
一
闡
提
を
加
え
て
難
治
の
機 

を
語
る
。
右
の
自
釈
の
次
に
、

『
大
経
』

の

唯

除

の

ニ

機

・

『
観 

経
』

の
五
逆
、 

『
涅
槃
経
』

の
三
機
に
つ
い
て
、

「
こ
れ
ら
の
真 

教
云
何
が
解
せ
ん
や
」

と
問
い
を
出
し
て
、

『
論
註
』

の
問
答' 

善

導

の

『
散
善
義
』
・
『
法
事
讃
』

を
以
て
こ
た
え
て
い
る
。

五
逆 

-

謗

法

・
闡
提
の
関
係
は
仮
に
次
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
出
来
よ 

う
。

「
五
逆
は
誹
謗
正
法
よ
り
生
じ
、
誹
謗
正
法
は
一
闡
提
か
ら 

生
ず
る
。

一
闡
提
と
は
こ
の
場
合
無
信
で
あ
る
。
」

と
。

『
論
註
』

の
問
答
に
よ
れ
ば
、
第
三
番
目
に 

問
う
て
日
く
、
何
等
の
相
か
是
れ
誹
謗
正
法
な
る
や
。(
親
全 

一
 

—

一
八
五)

と
い
う
問
い
に
、

答
え
て
い
わ
く
、
若
し
无
仏
法
无
菩
薩
法
と
言
わ
ん
、

か
く



の
如
き
等
の
見
も
て
自
ら
心
に
解
り
、
若
し
は
他
に
従
い
て 

其
の
心
を
受
け
て

決
定
す
る
を
皆
誹
謗
正
法
と
名
づ
く
。

(

同
上) 

と
誹
謗
正
法
の
相
を
明
か
す
。

そ
し
て
第
四
に
、
 

問
う
て
日
わ
く
、

か
く
の
如
き
等
の
計
は
但
だ
己
れ
が
事
な 

り
衆
生
に
於
て
何
の
苦
悩
あ
れ
ば
か
五
逆
の
重
罪
に
こ
え
ん 

や
。(

親

全

一
丄
ハ
六) 

と
問
い
、

そ
れ
に
対
し
て
、

答
え
て
日
く
、
若
し
諸
仏
菩
薩
、
世
間
出
世
間
の
善
道
を
説 

て
衆
生
を
教
化
す
る
者
ま
し
ま
さ
ず
ば' 

あ
に
仁
義
礼
智
信 

あ
る
こ
と
を
知
ら
ん
や
。

か
く
の
如
き
世
間
の
一
切
善
法
皆 

断
じ
出
世
間
の
一
切
賢
聖
皆
滅
し
な
ん
。
汝
但
だ
五
逆
罪
の 

重
た
る
こ
と
を
知
り
て
五
逆
罪
の
正
法
な
き
よ
り
生
ず
る
こ 

と
を
知
ら
ず
。

こ
の
故
に
謗
正
法
の
人
は
其
の
罪
最
も
重
な 

り
と
。
(

同
上)

と
答
え
て
い
る
。
私

は

こ

の

第

三

，
第
四
の
問
答
を
ま
ず
、
問
題 

解
決
の
手
が
か
り
と
し
た
い
。

こ
の
二
つ
を
総
括
す
れ
ば
、

五
逆 

罪
は
重
罪
で
あ
る
が
、
そ
の
五
逆
罪
は' 

正
法
な
き
よ
り
生
ず
る
。
 

そ
の
正
法
な
し
と
は
、
客
観
的
に
正
法
が
有
る
と
か
無
い
と
か
の 

話
で
は
な
い
。

正
法
を
誹
謗
す
る
者
に
は
、

正
法
が
な
い
の
で
あ 

る
。
だ
か
ら
、
誹
謗
正
法
の
者
に
と
っ
て
は
正
法
が
な
い
故
に
五

逆
罪
を
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
具
体
的
に
誹
謗
正
法 

と
は
、 

ど
う
い
う
相
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
仏
無
し' 

仏
法
な
し. 

菩
薩
な
し
、
菩
薩
の
法
な
し
、
と
い
う
見
に
決
定
す
る
者
を
言
う 

の
で
あ
る
。

仏
や
菩
薩
が
な
く
そ
の
教
え
が
な
い
な
ら
ば
、

一
切 

の
善
法
や
一
切
の
賢
聖
は
滅
し
世
間
は
五
逆
罪
な
ど
の
重
罪
だ
ら 

け
の
世
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
も
た 

ら
す
誹
謗
正
法
の
根
に
、
仏
な
し
仏
法
な
し' 

菩
薩
な
し
菩
薩
の 

法
な
し
と
い
う
邪
見
が
あ
る
。

そ
の
邪
見
は' 

自
分
で
思
い
つ
い 

た
り
人
か
ら
教
え
ら
れ
た
り
し
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ 

て
、
誹

謗

正

法

は

「
無

仏

・
無

仏

法

・
無
菩
薩
・
無
菩
薩
法
」
と 

い
う
邪
見
に
決
定
す
る
こ
と
を
言
い
、

そ
の
邪
見
は
誹
謗
正
法
の 

そ
の
ま
た
根
元
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
仮
に
五
逆
を 

果
と
す
れ
ば
、
誹
謗
正
法
は
因
、
邪
見
は
因
の
因
と
な
る
。
邪
見 

は' 

五
逆
の
根
本
因
で
あ
る
。

以

下

の

『
論
註
』

の
問
答
は
十
念 

こ
そ
真
実
の
法
と
の
出
会
い
の
完
成
で
あ
り
、

そ
の
出
会
い
に
よ 

っ
て
、
邪
見
が
完
全
に
翻
え
さ
れ
る
こ
と
を
説
く
の
で
は
な
か
ろ 

う
か
。

こ
の
十
念
は
、
善
知
識
が
方
便
安
慰
し
て
実
相
の
法
を
聞 

か
せ
て
下
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
。

心
の
闇
が
晴
れ
た
か
ら 

で
あ
る
。

ま
た
こ
の
十
念
は
、
無

上

の

信

心(

本
願)

と
阿
弥
陀 

如
来
の
無
量
の
功
徳
の
名
号
に
縁
っ
て
生
ず
る
。

そ
し
て
こ
の
十 

念
は
、
無
後
心
無
間
心
す
な
わ
ち
決
定
の
一
心
を
成
就
す
る
。

邪



見
は
完
全
に
破
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
は
、
善

導

の

『
散
善
義
』

の
文
に
よ
る
と
、
本
願
の
唯
除 

と
は
、

五

逆

・
謗
法
の
過
を
決
し
て
お
か
さ
な
い
為
に
言
わ
れ
た 

こ
と
ば
で
あ
る
。

そ
し
て
犯
し
た
場
合
に
は
摂
し
な
い
と
い
う
の 

で
は
な
い
。

ま
た
、

『
観
経
』

下
下
品
に
、

五
逆
を
摂
っ
て
謗
法 

を
摂
ら
な
い
の
は
、
下
下
品
に
お
い
て
は
、

五
逆
は
す
で
に
造
っ 

た
の
で
、
如
来
が
大
悲
を
発
し
て
摂
取
し
て
往
生
せ
し
む
。
謗
法 

は
未
だ
造
ら
ざ
る
業
な
の
で
、

「若
し
犯
し
た
な
ら
ば
往
生
を
得 

ず
」

と
誡
め
る
の
で
あ
る
。
だ
が' 

謗
法
罪
を
已
に
造
っ
て
し
ま 

っ
た
時
に
は
、
ま
た
大
悲
も
て
摂
し
て
往
生
を
得
し
む
の
で
あ
る
。
 

但
し
、
謗
法
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
摂
取
し
て
生
を
得
し
め
た
と 

し
て
も
、
蓮
華
の
花
は
開
か
な
い
。

こ
の
よ
う
に
言
っ
て
、
謗
法 

を
行
な
わ
ん
と
す
る
根
元
に
な
っ
て
い
る
根
深
い
邪
見
を
誡
し
め 

る
の
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

そ
う
で
あ
る 

か
ら
こ
そ
、
次

の

『
法
事
讃
』
引
文
に
よ
れ
ば
弥
陀
の
本
願
に
よ 

っ
て
、
人
天
善
悪
は
皆
浄
土
往
生
を
得
て
一
切
の
差
別
が
な
い
の 

で
あ
る
。

回
向
し
た
も
う
仏
願
力
に
よ
っ
て
、

五
逆
十
悪
は
罪
を 

滅
し
生
を
得
さ
せ
、
仏
願
力
に
よ
っ
て
謗
法
闡
提
は
邪
見
を
翻
え 

し
て
必
ず
皆
往
生
す
る
の
で
あ
る
。

『
信
巻
』

の
結
び
に
は
、

小

乗

の

五

逆,

大
乗
の
五
逆
を
挙
げ 

て
い
る
。

大
乗
の
五
逆
と
は
、

『
薩
遮
尼
乾
子
経
』

に
よ
っ
て
、

ー
に
は
、
塔
を
破
壊
し
て
経
蔵
を
焚
焼
す
る
、

お
よ
び
三
宝 

の
財
物
を
盗
用
す
る
。

二
に
は
、

三
乗
の
法
を
謗
り
て
聖
教
に
非
ず
と
言
ふ
て
鄆
破 

留
難
し
隠
蔽
落
蔵
す
る
。

三
に
は
、

一
切
出
家
の
人
、
若

は

戒

・
無

戒

・
破
戒
の
も
の 

を
打
罵
し
呵
責
し
て
と
が
を
説
き
、
禁
閉
し
還
俗
せ
し
め
駆 

使
債
調
し
断
命
せ
し
む
。

四
に
は
、

父
を
殺
し
母
を
害
し
仏
身
よ
り
血
を
出
し
和
合
僧 

を
破
し
阿
羅
漢
を
殺
す
な
り
。

五
に
は
、
謗
じ
て
因
果
な
く
、
長
夜
に
十
不
善
業
を
行
ず
る 

な
り
。
(

親
全
ー
ー
ー
九
二)

と
言
う
。

こ
の
定
義
は
、

五
逆
を
述
べ
な
が
ら
実
は' 

謗
法
・
闡 

提
を
収
め
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

ー
ニ
ー
・
三
は
謗
法
、
積
極
的 

に
言
え
ば
毀
謗
正
法
で
あ
る
。

承
元
の
弾
圧
は
ま
さ
に
、

一
・
二 

・
三
の
事
実
で
あ
っ
た
。
五
は
、

「真
仏
土
巻
」
に
お
け
る
一
闡
提 

(

不

求

因

果

・
悉
是
邪
業)

の
叙
述
と
近
似
す
る
。

四
は
、
小
乗 

の
五
逆
と
一
致
す
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
難

治

の

機

の

釈

の

『
涅
槃
経
』

の
阿
闍
世
に 

つ
い
て
読
ん
で
行
く
と
、

五
逆
と
謗
法
の
底
に
、

一
闡
提
の
問
題 

が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
阿
闍
世
の
獲
信
の 

こ
と
ば
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。



我
今
始
て
伊
蘭
子
よ
り
旃
檀
樹
を
生
ず
る
を
見
る
。
伊
蘭
子 

は
我
が
身
是
な
り
。

旃
檀
樹
は
即
ち
我
が
心
無
根
の
信
な
り
。
 

无
根
と
は' 

我
初
て
如
来
を
恭
敬
せ
ん
こ
と
を
知
ら
ず
、
法 

僧
を
信
ぜ
ず
。
こ
れ
を
無
根
と
名
づ
く
。(

親
全
一
——

一
七
四)

釈
尊
に
遇
い
法
を
聞
い
た
時
、

父
殺
し
と
い
う
逆
罪
に
お
の
の
く 

ば
か
り
で
あ
っ
た
阿
闍
世
は
、
 

「
如
来
を
恭
敬
す
る
こ
と
を
知
ら 

ず
、
 

法

僧

を

信

ぜ

ず

源

と

し

て

の

「
不
知
」 

の

「
不
知
」

「
不
信
」

っ
て
、

「知

」
・
「信
」 

無
い
も
の
で
あ
っ
た
。

如
来
を
恭
敬
せ
ん
こ
と
を
知
ら
ず' 

法
僧
を
信
ぜ
」
ざ
る
身
に
生

と
い
う
、

五
逆
と
謗
法
を
成
立
さ
せ
る
根 

「
不
信
」
を
は
じ
め
て
知
ら
さ
れ
た
。

こ 

は
、
我
が
身
伊
蘭
子
で
あ
っ
た
。

し
た
が 

と
い
う
旃
檀
樹
は
、
我
が
身
に
と
っ
て
は 

「
無
根
」

の

「
信
」

と
は
、

「
初
め
よ
り

じ
た
信
心
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
信
心
か
と
言
え
ば' 

自
身
を
ば 

「初
め
よ
り
如
来
を
恭
敬
せ
ん
こ
と
を
知
ら
ず
、
法
僧
を
信
ぜ
ず
」 

と
言
知
す
る
信
心
で
あ
る
。

私
は
、
も
し
、

し

い

て

一

闕

提

の

意

味

を

「
信
巻
」

に
求
め
る 

と
す
れ
ば
、
右

の

「
不
信
」
・
『
論
註
』
の
問
答
に
示
さ
れ
た
「見
」 

(

無

仏

・
無

仏

法

・
無

菩

薩

・
無
菩
薩
法
と
い
う
見)

で
あ
る
と 

思
う
。

『
教
行
信
証
』

の

専

修

寺

本

・
西
本
願
寺
本
で
は
、
難
治
の
機 

の

釈

の
は

じ

め

に

出
て

く

る

「
一
闡
提
」

の

「
闡
」

と

「提
」

に.

右
訓
左
訓
を
施
し
て
い
る
が
、

そ

れ

ら

の

中

で

、

「
闡
」

に
は 

「
不
具
の
こ
と
ば
な
り
」
、

「提
」

に

は

「
信
の
こ
と
ば
」
(

原
文 

は
片
仮
名)

と
記
し
て
い
る
。

つ

ま

り

両

本

と

も

「
闡
提
」

の
意 

味

を

「
不
具
信
」

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
板
東
本
」

に
は
こ 

の
よ
う
な
左
訓
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
と

く

に

「
専
修
寺
本
」

の 

場
合
に
は
、
親

鸞

在

世

中

『
教
行
信
証
』

付
属
を
受
け
た
専
海
の 

書
写
で
あ
る
か
ら' 

親
鸞
の
指
導
に
よ
る
左
訓
で
あ
る
と
考
え
た 

い
の
だ
が
、

こ
れ
は
確
証
が
な
い
。

た
だ
、
親

鸞

の

『
涅
槃
経
』 

身

読

の

記

録

で

あ

る

『
大
槃
涅
槃
経
要
文
』

に 

善
男
子
、
一
闡
は
信
に
名
づ
く
、
提
は
不
具
に
名
づ
く
。
不
具 

信
の
故
に
一
闡
提
と
名
づ
く
。(

親
全
六
写
伝
篇⑵

—

一
六
五) 

と
あ
り
、

『
見
聞
集
』
所

収

の

『
涅
槃
経
』

と
題
す
る
抜
き
書
き 

集
に
は
、

無
信
の
人
は
一
闡
提
と
名
づ
く(
親
全
六
写
伝
篇⑵

—

一
四
二) 

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
同
趣
旨
で
あ
る
こ
と
が
領
解
さ
れ
る
の 

で
あ
る
。

四

さ
き
に
、

本

願

毀

滅

の

と

も

が

ら

を

「
生
盲
闕
提
」

と
名
づ
け
、 

「
仏
法
に
ま
っ
た
く
信
の
な
い
者
」

と
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、 

善
導
讃
の
左
訓
に
よ
っ
て
見
た
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
の
和
文
の
著



作

で

「
闡
提
」

の
語
を
記
し
て
、

そ

の

意

味

を

「
仏
法
に
ま
っ
た 

く
信
な
き
者
」

と
言
っ
て
い
る
の
は
前
述
の
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
 

書

簡

集

に

は

「
闡
提
」
と
い
う
言
葉
は
一
箇
所
も
な
い
。
前
述
の

⑩
 

和

讃

の

典

拠

に

な

っ

た

『
法
事
讃
』

の
文
を
引
い
た
書
簡
で
も'

前
半
の
ハ
句
を
引
い
て
後
の
四
句
を
引
い
て
い
な
い
。

つ
ま
り 

「
如
此
生
盲
闡
瘠
輩
」

以
下
の
こ
と
ば
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。

ま
た
、
建
長
ハ
年
五
月
二
十
九
日
付
の
、 

善
鸞
義
絶
状 

(

親
全
三
—
四
〇)

に
も
義
絶
の
こ
と
を
性
信
に
申
し
送
っ
た
同
日

付
の
書
簡
に
も
、

「
闡
提
」

の
語
は
な
い
。

他
の
仮
名
聖
教
に
し 

て
も
、

「
闡
提
」
を
極
め
て
重
罪
で
あ
る
と
言
っ
て
は
い
る
が
、

破
法
を
闡
提
と
い
う
と
い
う
所
は
な
い
。
破
法
口
闡
提=

無
信
と 

い
う
叙
述
は
、
さ
き
の
善
導
讃
の
み
で
あ
る
。
も
う
一
度
あ
の
和 

讃
に
つ
い
て
仔
細
に
考
え
る
と
、
破
法9

闡
提
、
闡
提
“
無
信
と 

い
う
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
言
う
こ
と
が
で
き
て
も' 

こ
れ
は
二
つ
の

文
脈
で
あ
っ
て
、

た
だ
ち
に
破
法=

闡
提
か
無
信
と
は
言
え
な
い

よ
う
で
あ
る
。
破
法
ド
闡
提
と
は
、

本
願
毀
滅
の
と
も
が
ら
は

生

盲

闡

提

と

な

づ

け

た

り(

親
全
二
和
讃
篇
— 

ー
ー
九) 

と
い
う
こ
と
で
言
え
る
の
で
あ
り
、
闡
提
か
無
信
と
は
、

「
生
盲

闡
提
」

の
左
訓

生
盲
は
生
る
る
よ
り
盲
い
た
る
を
い
う
。

仏
法
に
す
べ
て
信

な
き
を
闡
提
と
い
う
な
り
。(

親
全
二
和
讃
篇
—

ー
ー
九
・
原
文 

片
仮
名)

に
よ
っ
て
言
え
る
の
で
あ
る
。
和
讃
の
地
の
文
の
方
は
、
 

「
本
願 

毀
滅
の
と
も
が
ら
を
生
盲
闡
提
と
名
づ
け
る
」

と
い
う
こ
と
で
、
 

破
法
の
行
為
を
す
る
者
を
闕
提
と
名
づ
け
る
と
い
う
、

い
わ
ば
行 

為
す
る
も
の
へ
の
命
名
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て 

左
訓
の
方
は
、

地
の
文
の
闡
提
と
名
づ
け
ら
れ
る
破
法
の
行
為
は' 

「
仏
法
に
す
べ
て
信
な
き
」

こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
い
う
、

因 

に
つ
い
て
の
確
認
で
あ
る
。

こ

こ

で

は

「
闡
提
」

と
い
う
語
に
、
 

行
為
と
行
為
の
因
と
の
二
つ
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ 

る
。
あ
た
か
も
、

『
信
巻
』

に
お
い
て
、

五
逆
謗
法
の
行
為
は
、
 

「
無

仏

・
無

仏

法.

無

菩

薩

・
無
菩
薩
法
」

と

解

す

る

「
見
」

よ 

り
生
ず
る
と
い
い' 

ま

た

「
我
れ
初
め
よ
り
如
来
を
恭
敬
す
る
こ 

と
を
知
ら
ず
、
法
僧
を
信
ぜ
ず
」
と

い

う

「
不
信
」
を
因
と
し
て 

い
る' 

と
い
う
領
解
と
同
様
の
た
し
か
め
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ 

る
。

書
簡
に
、

師
を
そ
し
り
、
善
知
識
を
か
ろ
し
め' 

同
行
を
も
あ
な
づ
り 

な
ん
ど
し
あ
は
せ
た
ま
ふ
よ
し
き
き
候
こ
そ
、
あ
さ
ま
し
く 

候
へ
。
す
で
に
謗
法
の
人
な
り
。

五
逆
の
人
な
り
。
な
れ
む 

っ
ぶ
べ
か
ら
ず
。

『
浄
土
論
』

と
ま
ふ
す
ふ
み
に
は
、
 

か
や 

う
の
人
は
仏
法
信
ず
る
こ
ゝ
ろ
の
な
き
よ
り
こ
の
こ
ゝ
ろ
は



お
こ

る
な

り
と

候
め
り(

末
灯
鈔
第
一
ー
十
通
・
広
本
で
は
第
一
通 

に
あ
た
る
。
親
全
三
書
簡
篇
— 

ー
ー
九
・
傍
点
筆
者) 

と
示
さ
れ
て
い
る
の
も
、

五
逆
・
謗
法
の
因
と
し
て
、
 

「
仏
法
信 

ず
る
心
な
し
」
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

「
仏
法
信
ず
る 

心
な
し
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て' 

一
闡
提
と
は
、

五
逆
・
謗
法 

の
因
と
な
る
の
で
あ
る
。

「唯

除

五

逆

・
誹
謗
正
法
」
と
い
う
本
願
の
こ
と
ば
は
、

よ
り 

根
本
的
に
は
、

「
唯
だ
信
無
き
も
の
を
除
く
」
と
い
う
言
葉
と
し 

て
お
さ
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
信
無
し
」
と
い
う
所
に
、

一
切 

の
人
間
の
罪
は
生
ず
る
。

親
鸞
は
、

一
闡
提
と
い
う
こ
と
ば
で 

「
無
信
」
と

い

う

五

逆

・
謗
法
の
行
為
を
な
す
人
間
の
根
源
的
事 

実
を
お
さ
え
た
の
で
あ
る
。

「
無
信
」

で
あ
る
か
ら' 

「無
信
」 

の
者
の
行
為
は
す
べ
て
邪
業
で
あ
る
。

若

し

身

業

・
口

業

・
意

業

・
取

業

・

求

業

・
後

業

・
解
業
、
 

か
く
の
如
き
ら
の
業
あ
れ
ど
も
悉
く
こ
れ
邪
業
な
り
。
(

「
真 

仏
土
巻
」
・
親
全
一
ー
ニ
四
こ

と
言
わ
れ
て
、

何
を
以
て
の
故
に
、
因
果
を
求
め
ざ
る
が
故
な
り
。
(

同
上) 

と
示
さ
れ
て
い
る
。
因
果
を
求
め
ず
と
は
、 

如
来
を
全
く
信
じ
な 

、，
と
い
う
こ
ど
で
あ
る
。

『
涅
槃
経
』

に
よ
れ
ば' 

一
闡
提
と
決
め
つ
け
ら
れ
る
も
の
は

非
常
に
多
種
で
あ
り
、

そ
の
叙
述
は
多
岐
に
わ
た
る
の
で
あ
る
が
、
 

親
鸞
は
、

一
闡
提
と
は
、

「
無
信
」

で
あ
る
と
い
う
一
点
で
以
て 

お
さ
え
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
親
鸞
の
読
経
眼
が
あ
る
。

そ
れ
に 

よ
っ
て
、

『
涅
槃
経
』

が
信
を
説
く
経
典
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ 

け
が
、
親
鸞
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

そ
の
信
と
は
、
人
間
内
の
意
識
と
し
て
の
信
と
は
明
瞭
に
峻
別 

さ
れ
る
。
あ
く
ま
で
、

「
無
根
の
信
」

で
あ
る
。
人
間
意
識
内
に 

は
全
く
な
い
信
で
あ
る
。
人
間
意
識
に
も
と
づ
い
て' 

わ
が
思
う 

さ
ま
に
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
を
な
す
と
も
、
す
べ
て
無
信
の
行
為
で 

あ
る
。
す
べ
て
邪
業
に
直
結
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
人 

間
は
自
ら
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
絶
対
な
い
。
人
間
意 

識
に
立
つ
行
為
の
す
べ
て
は
、
善
業
悪
業
あ
わ
せ
て
邪
業
で
あ
る
。
 

人
間
は
自
分
の
意
識
的
に
な
し
た
事
柄
に
よ
っ
て
自
分
が
解
放
さ 

れ
る
こ
と
は
な
い
と
知
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
先
験
的
に
そ 

れ
を
知
っ
て
い
る
。

こ
の
知
見
は
、
人
間
意
識
の
智
見
で
は
な
い
、
 

反
省
と
い
う
の
で
も
な
い
。

そ
れ
こ
そ
真
実
の
智
見
で
あ
る
。
噓 

が
噓
で
あ
る
と
知
る
こ
と
は
、
真
実
の
智
見
で
あ
る
。

そ
れ
は
人 

間
意
識
所
有
の
善
心
で
は
な
い
。
無
根
の
心
の
底
に
つ
ね
に
人
間 

を
支
え
る
真
実
の
善
心
で
あ
る
。

そ
れ
を
、
如
来
は
み
そ
な
わ
す
。
 

諸
仏
世
尊
諸
の
衆
生
に
お
い
て
種
姓
老
少
中
年
貧
富
時
節
日 

月
星
宿
工
巧
下
賤
僮
僕
婢
使
を
観
そ
な
は
さ
ず
、
「唯
衆
生
の



善
心
有
る
者
を
観
そ
な
は
し
た
も
う
。
も
し
善
心
あ
れ
ば
則 

便
慈
念
し
た
も
う
。(

親
全
ー
ー
ー
六
七) 

衆
生
の
一
切
の
差
別
を
観
そ
な
わ
さ
ず
、
善
心
有
る
も
の
を
観
そ 

な
わ
し
た
も
う
。

こ
の
善
心
は
、
人
間
関
心
の
善
心
で
は
な
い
。
 

人
間
関
心
に
立
つ
行
為
に
破
れ
は
て
た
苦
悩
の
心
で
あ
る
。

人
間 

で
あ
る
こ
と
自
体
の
他
に
何
の
レ
ッ
テ
ル
も
貼
る
こ
と
の
で
き
な 

い
裸
の
人
間
で
あ
る
。

一
切
の
人
間
が
、
他
の
価
値
を
補
う
こ
と 

な
く
裸
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
如
来
は
、
絶
対
の
信 

を
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
、
如
来
の
願
心
と
い
う
。

そ 

の
願
心
を
宣
説
す
る
た
め
に
、
釈
尊
は
こ
の
五
濁
悪
世
に
出
現
さ 

れ
た
。

人
間
の
生
き
て
あ
る
こ
と
の
苦
悩
に
、

既
成
の
用
語
を
以
て
あ 

て
は
め
た
時
、
苦
悩
を
直
視
す
る
眼
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
親
鸞 

は
、
論
敵
を
一
關
提
と
決
め
つ
け
た
り
自
ら
を
一
闡
提
だ
と
あ
か 

ら
さ
ま
に
卑
下
し
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
不
信
の
事
実
を 

見
た
。

信
心
の
智
慧
に
よ
る
人
間
の
虚
偽
の
剔
出
は
、

さ
ら
に

⑫
 

「
信

不

具

足

・
聞
不
具
足
」

の
開
顕
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
く
。
 

こ
れ
ま
た
如
来
の
悲
の
眼
で
あ
り
、
わ
れ
な
ら
ぬ
わ
れ
の
眼
で
あ 

る
。

裸
の
人
間
の
眼
で
あ
る
。

そ
こ
に
我
々
は
思
い
を
い
た
さ
ね 

ば
な
ら
な
い
。

そ
の
眼
が
、
親
鸞
の
真
宗
仏
性
論
の
基
底
と
な
る 

の
で
あ
，る
。

註

①
 

「
菩
提
を

う

ま
じ
き

人
は

み
な

専

修

念

仏

に

あ

た
を

な

す

頓 

教
毀
滅
の
し
る
し
に
は
生
死
の
大
海
き
は
も
な
し
」(

『
正
像
末
和 

讃
』
第
十
四
、
親
全
二
和
讃
篇
— 

一
六
五)

②
 

「
つ
ね
に
仏
法
を
毀
謗
し 

有
情
の
邪
見
を
す
ゝ
め
し
め 

頓
教 

破
壊
せ
む
も
の
は 

守
屋
の
臣
と
お
も
ふ
べ
し
」(

『
皇
太
子
聖
徳
奉 

讃
』
第
七
十
一
、
親
全
二
和
讃
篇
—

二
四
七)

③ 

四
十
八
巻
伝
第
三
十
三
。(

『
法
然
上
人
全
集
』

ニ
ニ
四)

④
 

「
破
戒
不
護
法
者
、
名
禿
居
士
。
」(

大
正
蔵

12|

三
八
三)

「
是 

禿
人
輩
見
有
持
戒
威
儀
具
足
清
浄
比
丘
護
持
正
法
、
駆
遂
令
出
若
殺 

若
害
。
」(

大
正
蔵

12|

三
八
四)

「
愚
秃
」

と
名
告
っ
た
人
と
し
て
、
 

親
鸞
よ
り
前
に
は
、
最
澄
、
聖
覚
が
あ
げ
ら
れ
る
。

⑤
 

「(

僧
に
非
ず
俗
に
非
ず
と
い
う)

こ
の
位
置
は
、
『
僧
で
あ
る
俗 

で
あ
る
』
と
い
う
こ
の
二
つ
の
も
の
の
境
い
目
で
あ
り
、

〈
あ
る
、
 

な
し
〉
と
い
う
有
・
無
を
こ
え
た
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
、
あ
る
か 

な
し
か
の
境
界
な
の
で
あ
る
。
…
(

中
略)

…
そ
の
境
い
目
の
あ
る 

か
な
い
か
と
い
う
そ
こ
の
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
境
界
が
禿
の
字
で 

あ

る

と

私(

野
間
氏)

は
考
え
て
き
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
先
に 

ふ

れ

た

「
四

・
五
寸
の
白
道
」
な
の
で
あ
る
。
」(

野

間

宏

『
親
鸞
』 

岩
波
新
書
一
五
七
頁)

と
、
野
間
氏
は
あ
る
か
な
い
か
の
境
い
目
が

「
非
僧
非
俗
」
で
あ
り
、
そ
こ
の
所
に
見
出
さ
れ
る
境
界
が
禿
の
位 

置
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
非
僧
非
俗
・
愚
禿
に
対
す
る
野
間
氏
の
理 

解
に
は
反
対
で
あ
る
。

⑥
 

分
類
の
レ
ッ
テ
ル
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

⑦ 

存

覚

『
六
要
鈔
』

の
解
釈
等
。

『
歎
徳
文
』
ま
た
同
じ
。

⑧ 

後
序
の
第
一
段
は
も
と
「
奏
状
文
」
で
あ
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る



⑨ (

古
田
武
彦
氏)

。
注
目
す
べ
き
説
で
あ
る
。
こ
の
「
血
脈
文
集
」
の
記 

録
と
蓮
如
本
『
歎
異
抄
』

の
流
罪
記
録
を
そ
の
証
の
一
つ
と
し
て
い 

る
。
次

の

『
伝
絵
』

の
文
な
ど
も
傍
証
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も 

「
主
上
臣
下
背
法
違
義
」
と

い

い

「
不
考
罪
科
猥
坐
死
罪
」
と
い
い 

激

越

な

「
奏
状
」
で
あ
る
。

こ
れ
が
そ
の
ま
ま
奏
状
文
で
あ
っ
た
か 

ど
う
か
今
後
我
々
は
検
討
を
要
す
る
と
思
う
。

「
若
し
身
業 

口
業 

意
業 

取
業 

求
業 

後

業

解

業

、

か 

く
の
如
き
ら
の
業
あ
れ
ど
も
悉
く
こ
れ
邪
業
な
り
。
何
を
以
て
の
故 

に
、
因
果
を
求
め
ざ
る
が
故
な
り
」
と
(

親
全
一
ー
ニ
四
一)

。

ま 

た
、

『
大
無
量
寿
経
』
五
悪
段
に
、

「
常
に
悪
を
念
い
、

口
に
常
に

悪
を
言
い
、
身
に
常
に
悪
を
行
じ
て
、
曾
て
一
善
も
な
し
。
先
聖
諸 

仏
の
経
法
を
信
ぜ
ず
、

道
を
行
じ
て
度
世
を
得
べ
き
こ
と
を
信
ぜ
ず
・ 

死
し
て
後
に
神
明
更
り
て
生
ず
と
信
ぜ
ず
。
善
を
作
り
て
善
を
得
、
 

悪
を
為
り
て
悪
を
得
と
信
ぜ
ず
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
智
見
も
浄 

土
教
の
祖
師
達
や
、
親
鸞
に
示
唆
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。

⑩
 

前

掲

「
略
本
御
消
息
集
」
第

四

・
五
通
。

@

こ
れ
仏
性
で
あ
る
。

⑫

信

不

具

足

・
聞
不
具
足
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
論
述
す
る
所 

存
で
あ
る
。


