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第

三

章

に

つ

い

て

一
 

親
鸞
の
教
学
の
独
自
性
は
、
悪
人
を
正
機
と
す
る
ア
ミ
ダ
の
救 

済
を
説
く
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
信
を
表
白
す
る
の
が
『
歎
異
抄
』 

第

三

章

の

「
善
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
、
多
く
の
人
び
と
の
是
認
す
る
通 

説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
章
は
、
単

に

『
歎
異
抄
』
を
代 

表
す
る
も
の
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
広
く
親
鸞
の
思
想
を
表
現 

す
る
言
葉
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
周
知
さ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
、
近
年
、
増
谷
文
雄
氏
は
、
そ
の 

著

書

『
歎
異
抄
』
に
、
証
明
の
論
拠
三
点
を
あ
げ
て
「
こ
の
悪
人 

正
機
の
お
し
え
が
親
鸞
独
特
の
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
、
法 

然
の
所
見
と
相
対
立
す
る
も
の
の
ご
と
く
印
象
づ
け
て
き
た
従
来 

の
宗
学
的
解
釈
は
、
改
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と

主
張

し

「
そ

伊 

東 

慧 

明

の
思
想
も
、
そ
の
表
現
を
も
、
親
鸞
は
、

こ
れ
を
法
然
の
直
伝
と 

し
て
こ
こ
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
 

「
か
た
じ
け
な
く
も
彼
の
三
国
の
祖
師
、
お
の
お
の
こ
の
一
宗
を 

興
行
す
、
所
以
に
愚
禿
勧
む
る
と
こ
ろ
更
に
私
な
し
」(

親
鸞
伝
絵 

下)

と
い
う
仏
教
・
真
宗
に
た
い
す
る
親
鸞
の
態
度
を
助
顕
す
る 

も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

親
鸞
の
信
を
表
白
す
る
言
葉
は
、
す
べ
て
本
願
念
仏
の
伝
承
と 

し
て
の
師
教
に
包
摂
さ
れ
て
あ
る
。
よ

っ

て

『
歎
異
抄
』
も
、

こ 

の
例
外
で
は
な
い
。

曾
我
量
深
先
生
は
『
歎
異
抄
聴
記
』
に
、
第

一

章

の

「
弥
陀
の 

誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
、
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な 

り
と
信
じ
て
、
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
心
の
お
こ
る
と
き 

す
な
わ
ち
摂
取
不
捨
の
利
益
に
あ
ず
け
し
め
た
も
う
な
り
」
ま
で 

を
第
一
節
と
し
、

こ

れ

は

「
念
持
の
大
道
」

「
念
仏
の
大
道
」
を
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明
か
す
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
節
は
、

つ 

い
で
述
べ
ら
れ
る
第
二
節
の
「
信
心
為
本
」
、
第

三

節

の

「
悪
人 

正
機
の
信
相
」
、
第

四

節

の

「
現
生
不
退
」

の
信
表
白
の
拠
所
と 

な
る
と
こ
ろ
の
、
親
鸞
に
伝
承
さ
れ
た
師
法
然
の
教
え
で
あ
る
。 

あ
る
い
は
ま
た
、
第
二
章

に
は

「
親
鸞
に
お
き
て
は
」
と
実
名 

を

あ

げ

て

「
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ 

し
と
、
よ
き
人
の
お
お
せ
を
こ
う
む
り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に
別
の 

子
細
な
き
な
り
」
と
、
師
教
に
た
い
す
る
絶
対
憑
依
の
信
が
語
ら 

れ
て
い
る
。
ま
こ

と

に
「
唯
可
信
斯
高
僧
説
」(

正
信
念
仏
偈)

と 

は
、

ア
ミ
ダ
の
本
願
の
現
行(

す
な
わ
ち
師
教)

中
に
あ
る
親
鸞
の 

信
表
白
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
、
唯
円
は
、
そ
の
師
教
を
聞
信
す
る
親
鸞
の
言
葉 

に
、
ま
さ
し
く
親
鸞
の
己
証
を
聞
き
と
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た 

か
。
親
鸞
の
、
師
教
相
承
の
言
葉
が
、
唯
円
に
は
、
親
鸞
己
証
の 

言
葉
と
し
て
聞
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
如
実
に
機
教
相
応
す
る 

仏
法
の
歴
史
の
具
体
的
事
実
で
あ
ろ
う
。
法
然
の
教
え
に
道
を
聞 

く
親
鸞
の
言
葉
に
、
唯
円
は
ま
た
、
自
身
の
道
を
聞
き
と
っ
て
い 

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
に
た
ま
わ
る
信
表
白
の
言
葉
は 

や
が
て
教
言
と
し
て
、
聴
者
唯
円
に
た
ま
わ
る
言
葉
で
あ
る
。
そ 

の
伝
承
と
己
証
の
呼
応
を
記
録
し
て
、
唯

円

は

『
歎
異
抄
』
と
名 

づ
け
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
と
お
り
「
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」
と 

は
、
法
然
の
言
葉
で
あ
る
、
と
共
に
、
ま
た
親
熾
の
言
葉
で
あ
る
。 

し
か
し
、
そ
れ
は
、
と
も
に
ア
ミ
ダ
の
救
済
を
語
る
言
葉
と
し
て 

表
現
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
法
然
の
言
葉
で
あ
り
、
そ 

し
て
親
鸞
の
言
葉
で
あ
る
。
唯
円
に
聞
き
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に 

よ
っ
て
、
そ
れ
は
、
念
持
の
大
道
に
開
か
れ
た
親
鸞
己
証
の
言
葉 

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
伝
承
と
己
証
と
の
分
際
を
徹
底
し
て
知 

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

一
つ
の
言
葉
の
同
異
を
明
ら
か
に
領
解
し
な
け 

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
、
親
鸞
の
教
え
に
学
ぶ
意
義
が
あ
る
の
で 

あ
る
。

二

さ

て

「
善
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
、

い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」 

と
い
う
第
三
章
の
語
り
か
け
を
聞
い
て
、

こ
の
言
葉
に
感
動
せ
ぬ 

も
の
は
、
お
そ
ら
く
あ
る
ま
い
。
全
く
、

こ
の
表
白
は
、
聞
く
も 

の
に
と
っ
て
の
、
す
ば
ら
し
い
啓
蒙
で
あ
る
。
日
常
態
の
な
か
で 

殊
更
に
宗
教
的
な
問
い
を
も
っ
こ
と
の
意
味
を
認
め
ぬ
人
も
、

こ 

の
言
葉
に
心
の
動
か
ぬ
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
聞
い
て
是
と
す 

る
人
も
、
ま
た
、
否
と
す
る
人
も
、
み
な
、

こ
の
語
り
か
け
に
ー 

度
は
耳
を
傾
け
、
や
が
て
い
っ
し
か
是
非
を
思
惟
す
る
ほ
ど
に
ま 

で
宗
教
の
世
界
に
誘
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
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こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
宗
教
啓
蒙
の
言
葉
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
が
、
聞
く
も
の
に
と
っ
て
の
啓
蒙
で
あ 

る
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
が
、
親
鸞
に
よ
っ
て
啓
蒙
的
に
語
ら
れ 

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
言
葉
に
、
世
人
の 

耳
を
驚
か
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
日
常 

態
に
あ
る
世
人
が
、

こ
れ
を
耳
に
し
て
驚
く
の
で
あ
る
。
が
、
親 

鸞
の
宗
教
体
験
か
ら
す
れ
ば
、

「
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」
と
は
、
 

人

間

の(

す
な
わ
ち
自
己
の)

自
性
の
真
実
に
触
れ
た
即
事
的
な
自 

覚
表
現
で
あ
る
。
全
て
の
人
間
の
本
能
に
頷
く
め
ざ
め
の
表
白
で 

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

こ
の
言
葉
は
、
聞
く
も
の
を
啓
蒙
し
て
真 

実
に
誘
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

こ
の
言
葉
は
、
次

の

「
し
か
る
を
、
世
の
人
つ
ね 

に
い
わ
く
、
悪
人
な
お
往
生
す
。

い
か
に
い
わ
ん
や
善
人
を
や
」 

と
い
う
常
識
説
と
の
対
比
か
ら
、

一
般
に
「
逆
説
的
な
提
言
」
で 

あ
る(

小
野
清
一
郎
・
歎
異
抄
講
話
、本
多
顕
彰
・
歎
異
抄
入
門
な
ど)

と 

解
さ
れ
、
そ
れ
故
に
、

こ
れ
は
、
多
く
の
人
び
と
に
信
の
感
動
を 

よ
び
起
す
と
共
に
、
ま
た
多
く
の
誤
解
や
曲
解
を
生
じ
る
の
で
あ 

る
と
い
わ
れ
る
。

た
し
か
に
、

こ
れ
は
、
世
人
の
常
識
か
ら
み
れ
ば
逆
説
な
の
で 

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
親
鸞
に
お
い
て
は
「
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」 

と
い
う
提
言
こ
そ
、
自
信
あ
る
正
説
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば

親
鸞
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
根
が
、
知
解
の
深
み
の
本
能
の
大 

地
に
根
ざ
す
の
で
あ
る
と
信
知
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
、

こ 

の
言
葉
の
内
に
秘
め
た
真
実
啓
蒙
の
力
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ 

れ
は
、
逆
説
的
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
啓
蒙
的
で
あ
り
つ
つ
、
し 

か
も
、
正
説
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
し
く
聞
く
も
の
を
宗 

教
の
真
実
に
啓
蒙
す
る
の
で
あ
る
。

説
く
こ
と
に
説
者
の
往
相
が
あ
り
、
聞
か
れ
る
こ
と
に
説
者
の 

還
相
が
あ
る
。
聞
く
こ
と
に
聴
者
の
「
真
実
へ
」
が
あ
り
、
説
か 

れ
る
こ
と
に
聴
者
の
「
真
実
か
ら
」
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞 

の
求
め
た
も
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
人
生
の
真
実
で
あ
り
、
宗
教
の 

真
実
で
あ
っ
た
。
そ
の
、
真
実
へ
の
道
を
往
く
親
鸞
の
語
り
か
け 

に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
真
実
の
宗
教
を
聞
思
し
、
男
実
の
人
生
を
学 

ぶ
の
で
あ
る
。

三

「
よ
り
て
善
人
だ
に
こ
そ
往
生
す
れ
、
ま
し
て
悪
人
は
」
と
い 

う
述
懐
を
も
っ
て
結
ば
れ
る
第
三
章
に
は
、
親
鸞
の
、
自
身
に
徹 

底
す
る
自
覚
が
と
ら
え
た
人
間
観
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、

こ
の
御
物
語
は
、
ま

ず

「
善
人
な
お
も
て
往
生
を 

と
ぐ
」
と
、
善
人
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
を
承
け
て
「
い 

わ
ん
や
悪
人
を
や
」
と
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
、
あ
た
か
も
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人
間
に
は
善
人
あ
り
悪
人
あ
り
と
す
る
か
の
よ
う
な
善
悪
相
対
の 

表
現
は
、
人
間
観
の
不
徹
底
を
あ
ら
わ
に
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ 

う
か
。
実
は
、

こ
こ
に
、
古

来

『
歎
異
抄
』
が

『
観
無
量
寿
経
』 

系
の
聖
典
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
所
以
が
あ
る
。

『
歎
異
抄
』

の
生
ま
れ
出
る
前
提
に
は
『
観
経
』
と
、
そ
の
領 

解
の
歴
史
が
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
『
歎
異
抄
』
は
、

『
観
経
』

の 

精
神
の
歩
み
の
所
産
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
人
の
言
葉
で
つ
づ 

ら

れ

た

『
観
経
』
で
あ
り
、
日
本
人
の
血
肉
に
ま
で
な
っ
た
『
観 

経
』
で
あ
る
、
そ
れ
は
、
日
本
人
の
生
ん
だ
最
高
の
宗
教
書
・
思 

想
書
と
い
う
べ
き
親
鶯
の
『
教
行
信
証
』
と
内
面
的
に
深
い
か
か 

わ
り
を
も
つ
と
こ
ろ
の
、
日

本

の

『
観
経
』

で
あ
る
、
と
い
え
な 

い
で
あ
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
そ

の

『
観
経
』
は
、
法
然
に
よ
っ
て
「
往
生
浄 

土
を
明
か
す
の
教
と
い
う
は
、
三
経
一
論
是
な
り
。
三
経
と
い
う 

は
、

一
に
は
『
無
量
寿
経
』
、
二

に

は

『
観
無
量
寿
経
』
、
三
に 

は

『
阿
弥
陀
経
』
な
り
」(

選
択
集)

と
決
定
さ
れ
た
よ
う
に
、
真 

実
方
便
未
分
の
、
真
実
三
経
の
ー
と
し
て
の
『
観
経
』
で
あ
る
。 

そ
れ
は
、
第
二
章
の
対
話
が
、

ア
ミ
ダ
の
本
願
の
歴
史
中
の
事 

件
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ 

ち
、

「
十
余
か
国
の
境
を
こ
え
て
、
身
命
を
か
え
り
み
ず
し
て
」 

「
歩
び
を
遼
遠
の
洛
陽
」

に
は
げ
ま
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
関
東

教
団
の
混
乱
を
契
機
と
し
て
、
や
が
て
同
朋
の
信
の
純
・
不
純
が 

問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
出
来
事
そ
の
も
の
が 

親
鸞
に
は
、

「
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
身
の
自
覚
の
徹
底
に 

お
い
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
が
そ 

の

ま

ま

「
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
、釈
尊
の
説
教
、
 

虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。
仏
説
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
、
善
導
の 

御
釈
、
虚
言
し
た
も
う
べ
か
ら
ず
。
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば 

法
然
の
お
お
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や
。
法
然
の
お
お
せ
ま
こ
と
な 

ら
ば
、
親
鸞
が
も
う
す
む
ね
、
ま
た
も
て
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず 

そ
う
ろ
う
か
」
と
、

ア
ミ
ダ
の
本
願
の
現
行
事
と
さ
れ
て
い
る
の 

で
あ
る
。

そ
れ
は
、

『
教
行
信
証
』

の

「
総
序
」
第

一

段

に

「
竊
か
に
以 

み
れ
ば
、
難
思
の
弘
誓
は
難
度
海
を
度
す
る
大
船
、
無
碍
の
光
明 

は
無
明
の
闇
を
破
す
る
慧
日
な
り
」
と
、

ア
ミ
ダ
の
本
願
海(

因) 

と
光
明
海(

果)

と
を
述
べ
、
そ

れ

を

「
然
れ
ば
則
ち
」
と
、
そ
の 

ま
ま
承
け
て
、
浄
土
教
興
起
の
機
縁
と
し
て
の
王
舎
城
の
悲
劇
が 

語
ら
れ
る
こ
と
を
想
起
せ
し
め
る
。

後
に
、
唯

円

が

「
そ
も
そ
も
か
の
御
在
生
の
昔
、
同
じ
こ
こ
ろ 

ざ
し
に
し
て
、
歩
び
を
遼
遠
の
洛
陽
に
は
げ
ま
し
、
信
を
一
に
し 

て
心
を
当
来
の
報
土
に
か
け
し
と
も
が
ら
は
」
と
回
想
す
る
よ
う
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に
、
お
そ
ら
く
、
親
鸞
に
去
ら
れ
て
あ
と
の
関
東
教
団
が
受
け
た 

内
外
の
法
難(

す
な
わ
ち
内
の
異
義
と
外
か
ら
の
念
仏
弾
圧)

は
、
青 

年
唯
円
の
体
験
し
た
「
王
舎
城
の
事
件
」

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ 

う

〇

故
に
、
唯

円

が

「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
、
弥
陀 

に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
人
の
お
お
せ
を
こ
う
む 

り
て
、
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
」
と
た
だ
念
仏
が
選 

択
さ
れ
、
や

が

て

「
こ
の
う
え
は
、
念
仏
を
と
り
て
信
じ
た
て
ま 

つ
ら
ん
と
も
、
ま
た
す
て
ん
と
も
、
面
々
の
御
は
か
ら
い
な
り
」 

と
厳
し
く
道
に
発
遣
さ
れ
る
師
教
を
記
し
た
の
は
、
そ
の
対
話
に 

祖
師
親
鸞
の
生
涯
を
貫
い
て
か
わ
ら
ぬ
「
た
だ
ひ
と
た
び
」

の
廻 

心
の
歩
み
を
聞
き
と
っ
た
か
ら
で
あ
り' 

し
か
も
、
同
時
に
、
そ 

の
対
話
が
聴
者
唯
円
を
し
て
廻
心
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と 

を
物
語
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
事
件
の
中
に
、
 

た
だ
念
仏
の
信
あ
る
の
み
と
表
白
す
る
独
立
者
・
親
鸞
に
触
れ
て 

唯
円
も
ま
た
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」(

後
序)

身
と
さ
れ 

て
い
る
の
で
あ
る
。
す

な

わ

ち

「
弥
陀
の
本
願
」!

「
釈
尊
の 

説
教
」-
-

「
善
導
の
御
釈
」-
-

「
法
然
の
お
お
せ
」-
-

「
親 

鸞
が
も
う
す
む
ね
」
と
い
う
伝
承
に
「
歎
異
」
す
る
言
葉
を
か
き 

つ
け
る
と
こ
ろ
に
、
す
で
に
唯
円
も
本
願
の
歴
史
中
に
あ
る
と
い 

う
こ
と
の
証
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

「
愚
身
の
信
心
」

の

「
せ
ん
ず
る
と
こ
ろ
」
は 

「
た
だ
念
仏
」
に
あ
り
、

「
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
」

で
あ
る
。

そ
の 

「
い
ず
れ
の
行
に
て
も
、
生
死
を
離
る
る
こ
と
」

の

な

い

「
煩
悩 

具
足
の
わ
れ
ら
」

の
自
覚
か
ら
、
第
三
章

に
は

「
い
わ
ん
や
悪
人 

を
や
」

の
自
信
が
表
白
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

以
上
の
よ
う
に
『
歎
異
抄
』
と

『
観
経
』
と
は
、
深
い
内
面
関 

係
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
、
そ

の

『
観
経
』
に

「
顕
彰
隠 

密
の
義
あ
り
」
と
己
証
し
「
方
便
真
実
の
教
え
な
り
」(

化
身
土
巻) 

と
決
定
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
上
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
 

『
歎
異
抄
』
に
も
、
顕
彰
隠
密
の
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き 

る
か
と
思
う
。
第
四
章

に
は

「
慈
悲
に
聖
道-

浄
土
の
か
わ
り
め 

あ
り
」
と
、
聖
浄
二
門
を
相
対
し
て
説
き
な
が
ら
「
し
か
れ
ば
念 

仏
も
う
す
の
み
ぞ
、
す
え
と
お
り
た
る
大
慈
悲
心
に
て
そ
う
ろ 

う
」
と
結
論
さ
れ
る
よ
う
に
、
第
三
章
に
も
、
善
人
と
悪
人
と
を 

相
対
し
て
説
き
「
自
力
作
善
の
人
は
、
ひ
と
え
に
他
力
を
た
の
む 

心
か
け
た
る
あ
い
だ
、
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
、
 

自
力
の
心
を
ひ
る
が
え
し
て
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
れ
ば
、
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真
実
報
土
の
往
生
を
と
ぐ
る
な
り
」
と
い
う
。 

し
た
が
っ
て
、

「
善
人
な
お
も
て
往
生
を
と
ぐ
」
と

は

「
善
人 

の
ま
ま
で
救
済
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
善
人
も
、
そ 

の
自
性
と
し
て
の
悪
人
に
め
ざ
め
る
な
ら
ば(

す
な
わ
ち
廻
心
し
て 

他
力
を
た
の
む
も
の
と
な
る
な
ら
ば)

往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い 

う
の
で
あ
る
。

「
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が 

た
め
の
願
」
に
め
ざ
め
る
こ
と
を
「
要
と
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
。 

故
に
、

こ

こ

に

「
自
力
の
人
も
往
生
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
力 

を
た
の
む
心
を
ひ
る
が
え
せ
ば
」
と
い
う
の
は
、
自

力

・
他
力
が 

相
対
す
る
か
に
思
わ
れ
て
い
る
日
常
態
に
、
他
力
の
真
実
を
顕
わ 

す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
生
に
は
、
自
力
と
他
力
が
あ
る
の 

で
は
な
い
。
他
力
こ
そ
自
力
の
人
生
の
大
地
で
あ
る
。
他
力
こ
そ 

自
力
を
つ
く
さ
し
め
る
道
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
き
る
と
い
う 

こ
と
は
、
生
か
さ
れ
て
生
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、

一
応
は
善
悪
相
対
し
て
説
く
の
で
あ
る
が
、
親 

鸞

の

い

う

「
悪
人
正
機
の
悪
人
は(

中
略)

善
人
に
対
す
る
悪
人
だ 

け
で
は
な
か
ろ
う
。
人
間
実
存
そ
の
も
の
が
悪
で
あ
る
か
ら
、

こ 

の
悪
人
は
、
人
間
存
在
す
べ
て
を
も
意
味
す
る
も
の
」(

仁
戸
田
六 

三
郎
，
親
鸞
教
学
第
五
号)

で
あ
り
、
ま

さ
し
く

「
悪
人
と
は
人
間 

の
別
名
」(

林
田
茂
雄
・
親
鸞
を
け
が
す
歎
異
抄)

な
の
で
あ
る
。

善
導
が
、

『
観
無
量
寿
経
』
所
説
の
九
品
の
差
別
を
解
釈
し
て 

「
此
の
観
経
の
定
善
及
び
三
輩
上
下
の
文
意
を
看
る
に
、
総
て
是 

れ
仏
世
を
去
り
た
ま
い
て
後
の
五
濁
の
凡
夫
な
り
。
但
、
縁
に
遇 

う
に
異
有
る
を
以
っ
て
、
九
品
を
差
別
せ
し
む
る
こ
と
を
致
す
」 

(

玄
義
分)

と
述
べ
る
の
も
、

『
観
経
』

の
流
通
付
属
の
文
に
つ
い 

て

「
上
来
、
定
散
両
門
の
益
を
説
く
と
雖
も
、
仏
の
本
願
に
望
ま 

ん
に
、
意
、
衆
生
を
し
て
一
向
に
専
ら
弥
陀
仏
の
名
を
称
す
る
に 

在
り
」(

散
善
義)

と
述
べ
る
心
よ
り
み
れ
ば
、
九
品
唯
凡
釈
の
帰 

趨
が
絶
対
の
悪
人
の
自
覚
を
徹
底
せ
し
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る 

と
知
ら
れ
よ
う
。
絶
対
悪
の
め
ざ
め(

自
覚)

こ
そ
、

ア
ミ
ダ
の
本 

願
の
す
く
い(

救
済)

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
観
経
』

の
説
相
を
承
け
て
『
歎
異
抄
』

の
第
三 

章
に
は
、

一
応
、
善
悪
を
相
対
的
に
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の 

説

意

は

「
人
間
実
存
そ
の
も
の
が
悪
で
あ
り
」

「
悪
人
と
は
人
間 

の
別
名
」
で
あ
る
と
い
う
人
間
の
真
実
相(

機
の
真
実)

を
明
ら
か 

に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
も

し

『
観
経
』

の
教
え
が
な 

い
な
ら
ば
、
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
身

近

か

に

『
歎
異
抄
』
が
与 

え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、

『
大
無
量
寿 

経
』
所
説
の
宗
教
の
真
実
相(

法
の
真
実)

を
知
る
こ
と
は
で
き
な 

い
で
あ
ろ
う
。
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五

思
え
ば
、
人
生
と
は
、
人
と
呼
ば
れ
る
存
在
が
、
名
実
と
も
に 

真
に
人
と
な
る(

す
な
わ
ち
ブ
ッ
ダ
と
な
る)

生
の
い
と
な
み
で
あ
る 

と

い

え

う

。

し
か
し
、

こ
の
人
と
呼
ば
れ
る
存
在
は
、
単
に
人
で
あ
る
の
み 

で
は
な
い
。
仏
教
に
よ
っ
て
、
六
道
を
輪
廻
す
る
も
の
と
教
示
さ 

れ
る
よ
う
に
、
人
は
、
ま
た
畜
生
で
も
あ
り
餓
鬼
で
も
あ
り
地
獄 

で
も
あ
る
。
人
間
は
、

こ
れ
ら
悪
趣
を
、
知
性
の
装
い
を
も
っ
て 

美
し
く
飾
り
隠
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
所
詮
、
隠
さ
れ
た
も 

の
は
、
隠
さ
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
悪
趣
は
、
顕
わ 

れ
た
人
界
に
た
い
す
る
冥
々
の
世
界
と
し
て
現
存
す
る
。

こ
の
音
心 

識
の
底
の
無
意
識
の
は
た
ら
く
な
か
で
、
人
間
は
、

つ
ね
に
生
死 

の
間
を
彷
徨
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
善
を
貪
愛
し
悪
に
瞋
恚
し 

て
、
至
福
を
求
め
罪
禍
を
畏
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
ま
た
、
人
間
は
、
仏
教
の
教
示
す
る
よ
う
に
、
た
だ 

六
道
に
輪
廻
す
る
の
み
の
も
の
で
は
な
い
。

「
い
ず
れ
の
行
に
て 

も
、
生
死
を
離
る
る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
」
あ
り
方
に
あ
る
と 

い
う
自
覚
と
し
て
、

「
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
覚
と
し
て 

自
身
の
根
が
、
意
識
さ
れ
る
世
界
の
底
の
底
、
無
意
識
界
の
ど
ん

底
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
信
知
す
る
。

こ
れ
を
善
導
は 

「
決
定
し
て
、
深
く
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
、
曠
劫 

己
来
、
常
に
没
し
常
に
流
転
し
て
、
出
離
の
縁
有
る
こ
と
無
し
と 

信
ず
」(

散
善
義)

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
、

い
わ
ゆ
る
機
の
深
信
の
文
意
を
釈
し
て
、
親

鸞

は

「
第 

ー
の
深
信
は
決
定
し
て
自
身
を
深
信
す
る
」(

愚
禿
鈔
下)

と
い
い 

そ
し
て
法
の
深
信
に
つ
い
て
は
、

「
第
二
の
深
信
は
決
定
し
て
乗 

彼
願
力
を
深
信
す
る
」(

同
上)

と
い
う
。

い
ま
、

こ

こ

に

「
深
信 

之
心
」(

同
上)

が
機
法
の
二
種
に
分
別
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
 

共

に

「
他
力
至
極
之
金
剛
心
、

一
乗
無
上
之
真
実
信
海
」(

同
上) 

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
自
身
を
深
信
す
る
こ
と
が
乗
彼 

願
力
の
真
実
の
め
ざ
め
で
あ
り
、
乗
彼
願
力
の
深
信
が
自
身
の
現 

実
を
深
く
信
知
す
る
の
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
、
冥
々
の
世
界
に
は
、
自
力
は
無
効
で
あ
る
。
し
か 

し
、
自
力
無
効
と
信
知
す
る
こ
と
は
力
で
あ
る
。
自
力
無
効
の
表 

白
が
力
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
他
力
に
生
か
さ
れ
て
生
き
る
と
い
う 

の
で
あ
る
。
自
力
は
、
無
効
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て 

有
効
に
発
揮
さ
れ
、
自
力
の
無
効
は
、
他
力
の
は
た
ら
き
と
し
て 

深
く
信
知
さ
れ
る
。
自
力
は
、
他
力
に
は
か
ら
わ
れ
て
無
効
と
信 

知
し
、
自
力
の
無
効
は
、
実
に
自
力
の
生
を
つ
く
さ
し
め
る
。
そ 

の
自
力
無
効
の
深
信
知
を
「
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」
と
い
う
の
で
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あ
る
。

す

な
わ

ち

「
煩
悩
具
足
の
わ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
の
行
に
て
も
、
 

生
死
を
離
る
る
こ
と
」
は
な
い
、
よ

っ

て

「
生
死
を
離
る
る
こ
と 

あ
る
べ
か
ら
ざ
る
を
哀
み
た
ま
い
て
、
願
を
お
こ
し
た
も
う
本 

意
」(

上
来
雖
説
定
散
両
門
之
益
、
望
仏
本
願
意)

は

「
悪
人
成
仏
の 

た
め
」
で
あ
り
、
ゆ

え

に

「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
 

も
と
も
往
生
の
正
因
」
で
あ
る
と
、
機
法
二
種
の
深
信
の
釈
意
を 

も
っ
て
他
力
の
真
実
を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
人
生
に
開
か
れ
た 

成
仏
道
が
顕
ら
か
に
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

六

「
罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
」
に
、
す

な

わ

ち

「
煩
悩
具 

足
の
わ
れ
ら
」
に
与
え
ら
れ
た
成
仏
の
道
は
、
自
身
の
悪
人
に
め 

ざ
め
る
こ
と
の
ほ
か
に
は
な
い
。
絶
対
悪
の
自
覚
こ
そ
ア
ミ
ダ
の 

本
願
の
救
済
だ
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
親
鸞
の
い
う
悪
人
は
、
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
人 

び
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
近
時
、
歴
史
学 

者
に
よ
る
親
鸞
研
究
が
著
し
く
進
み
、
多
く
の
研
究
成
果
が
公
け 

に
さ
れ
て
い
る
が
、
周
知
の
と
お
り
、
諸
説
は
、
必
ず
し
も
一
致 

し
て
い
な
い
。

い
ま
、
二
三
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
た
と
え
ば
笠
原 

一
男
氏
は
、
階
級
的
立
場
か
ら
「
悪
人
正
機
説
を
受
け
入
れ
た
社

会
的
地
盤
は
、
当
時
の
領
家
・
地
頭
・
名
主
に
隸
属
関
係
に
あ
っ 

た
百
姓
、
即
ち
在
家
農
民
」
で
あ
っ
た
と
い
い(

親
癒
と
東
国
農
民) 

家
永
三
郎
氏
は
、
職
業
的
に
は
武
士
説
を
と
り(

中
世
仏
教
思
想
史 

研
究)

、

ま
た
赤
松
俊
秀
氏
は
、
農
民
よ
り
も
武
士
・
漁
猟
師
に 

近
い
罪
悪
意
識
を
も
つ
も
の
と
し
て
商
人
に
注
目
し
て
い
る(

鎌 

倉
仏
教
の
研
究
・
親
鸞)

。

歴
史
学
的
な
見
地
か
ら
、
そ
れ
ら
の
所
論
の
是
非
を
断
ず
る
力 

は
、
わ
た
し
に
は
な
い
。
が
、
諸
研
究
の
成
果
か
ら
、
親
鸞
の
同 

朋
に
は
、
農
民
あ
り
武
士
あ
り
漁
猟
師
あ
り
商
人
あ
り
、
し
か
も 

そ
の
人
び
と
は
、
今
日
の
い
い
方
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
被
支
配
階 

級
に
属
す
る
人
び
と
で
あ
っ
た
と
解
し
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
そ
れ
は
、
往
々

に

し
て

「
親
鸞
は
社
会
の
底
辺
に
入 

っ
て
民
衆
を
教
化
し
た
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
の
同
朋
で 

は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
同
朋
は
、
社
会
の 

底
辺
を
み
る
も
の
と
、
底
辺
と
し
て
み
ら
れ
て
い
る
も
の
と
い
う 

よ
う
な
、
そ
ら
ぞ
ら
し
い
関
係
で
結
ば
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
。 

親
鸞
が
好
ん
で
「
群
生
」
と

い

い

「
群
萌
」
と
よ
ぶ
よ
う
に
、
同 

朋
は
、
生
の
事
実
に
め
ざ
め
て
大
地
に
帰
る
親
鸞
を
あ
た
た
か
く 

迎
え
た
人
び
と
で
あ
っ
た
。
親
鸞
の
い
の
ち
を
支
え
る
大
地
と
と 

も
に
、
大
地
に
生
き
る
人
び
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
の 

同
朋
は
、
大
地
に
群
萌
し
群
生
す
る
「
わ
れ
ら
」
で
あ
っ
た
の
で
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あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
た
と
え

ば

『
唯
信
鈔
文
意
』
に

「
具
縛
の
凡
夫 

・
屠
沽
の
下
類
」
を
釈
し
て
あ
と
「
か
よ
う
の
あ
し
き
人
・
さ
ま 

ざ
ま
の
者
は
、
み
な
石
・
瓦

・
礫
の
ご
と
く
な
る
我
等
な
り
」
と 

い
う
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
よ
う
。

「
か
よ
う
の
あ
し
き
人
」
と
別 

に
親
鸞
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

「
あ
し
き
人
・
さ
ま
ざ
ま
の
者
」 

こ
そ
、
実
に
、
親

鸞

の

「
我
等
」
な
の
で
あ
っ
た
。 

ま

た

『
歎
異
抄
』
第
十
三
章
に
は
「
海
川
に
、
あ
み
を
ひ
き
っ 

り
を
し
て
、
世
を
わ
た
る
も
の
も
、
野
山
に
、
し
し
を
か
り
、
鳥 

を
取
り
て
、

い
の
ち
を
つ
ぐ
と
も
が
ら
も
、
あ
き
な
い
を
も
し
、
 

田
畠
を
つ
く
り
て
す
ぐ
る
人
も
」
と
い
う
。
そ
れ
が
、

「
あ
し
き 

こ
と
」
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
よ
り
他
に
、

い
の
ち
を
つ
ぎ
世
を 

わ
た
る
術
の
な
い
親
鸞
に
と
っ
て
は
、
生
の
あ
る
こ
と
そ
の
こ
と 

が
悪
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
あ
し
き
人
」
と
は
、
親
鸞
に
と 

っ
て
は
、
最
も
自
身
に
親
し
い
と
こ
ろ
の
「
わ
が
名
」
に
ほ
か
な 

ら
な
い
。

七

「
あ
し
き
人
」
を

も

っ
て

「
わ
が
名
」
と
す
る
親
鸞
は
、
そ
の 

悪
の
自
覚
に
開
か
れ
る
心
境
を
、
第
一
章
に
述
べ
て
「
し
か
れ
ば 

本
願
を
信
ぜ
ん
に
は
、
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
、
念
仏
に
ま
さ
る

べ
き
善
な
き
ゆ
え
に
。
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀
の
本
願 

を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
が
ゆ
え
に
」
と
い
う
。 

本
願
の
念
仏
は
、
善
悪
の
相
対
を
超
え
た
絶
対
善
で
あ
る
。 

本
願
の
念
仏
は
、
善
悪
の
彼
岸
の
名
の
り
の
声
で
あ
る
。
そ
れ 

故
に
、
ど
う
し
て
本
願
を
信
じ
て
、
な
お
自
力
の
相
対
善
が
必
要 

と
さ
れ
よ
う
。
ど
う
し
て
本
願
を
信
じ
て
、
な
お
悪
を
畏
れ
る
こ 

と
が
あ
ろ
う
。
本
願
他
力
の
は
た
ら
き
が
絶
対
悪
の
め
ざ
め
で
あ 

る
。
本
願
他
力
の
は
た
ら
く
場
が
「
地
獄
は
一
定
す
み
か
」
で
あ 

る
。し

た
が
っ
て
、

い
う
ま
で
も
な
く
「
念
仏
に
ま
さ
る
べ
き
善
」 

は
な
く
、
ま

た

「
弥
陀
の
本
願
を
さ
ま
た
げ
る
ほ
ど
の
悪
」
は
な 

い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
親
鸞
は
、
な
ぜ
、

こ

こ

に

「
他
の
善
も
要 

に
あ
ら
ず
」
と

い

い

「
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
る
の 

で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
善
悪
の
差
別
あ
る
生
の
大
地
と
し
て
の
生
そ
の
も
の 

の
、

「
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」
と
信
知
さ
れ
る
生
そ
の
も
の
の
、
 

「
現
生
不
退
」
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

す

な

わ

ち

「
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
」
と

は

「
い
ま
、
現
に
か 

く
あ
る
生
以
外
の
も
の
」
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ 

う
。

「
あ
し
き
人
」
に
と
っ
て
、
善
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
自 

己
以
外
の
も
の
で
あ
る
。

ア
ミ
ダ
の
本
願
を
信
ず
る
と
は
、
自
身
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を
深
信
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
深
信
す
る
自
身
の
他
に 

な
お
且
つ
善
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

そ

し

て

「
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
」
と

は

「
い
ま
、
現
に
か 

く
あ
る
生
」
を
畏
れ
る
な
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
あ
し
き
人
」 

と
は
、
悪
の
人
で
は
な
く
、
悪
が
人
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間 

の
自
性
が
悪
人
で
あ
る
。

ア
ミ
ダ
の
本
願
は
、

こ
の
「
あ
し
き
人
」 

の
自
身
に
無
畏
の
心
を
開
く
、
そ
れ
が
現
生
に
不
退
の
信
の
心
境 

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
第

一

章

に

「
悪
を
も
お
そ
る
べ
か
ら
ず
、
弥
陀 

の
本
願
を
さ
ま
た
ぐ
る
ほ
ど
の
悪
な
き
が
ゆ
え
に
」
と
い
う
の
を 

承
け
て
、
第
三
章
に
は
、

「
願
を
お
こ
し
た
も
う
本
意
、
悪
人
成 

仏
の
た
め
な
れ
ば
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も
と
も 

往
生
の
正
因
な
り
」
と

い

い

「
よ
り
て
善
人
だ
に
こ
そ
往
生
す
れ 

ま
し
て
悪
人
は
」
と
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
「
あ
し
き
人
」
を

「
わ 

が
名
」
と

す

る

「
我
等
」
に
と
っ
て
は
、
悪
人
と
は
何
か
と
詮
索 

す
る
必
要
は
な
い
。
す

な

わ

ち

「
い
わ
ん
や
悪
人
を
や
」
と
い
う 

親
鸞
の
語
り
か
け
は
、
我
等
悪
人
の
本
能
に
頷
く
わ
が
こ
と
の
究 

極
的
な
関
心
事
で
あ
る
。

八

と
こ
ろ
で
、
第
三
章
は
、
悪
人
正
機
説
を
あ
ら
わ
す
文
章
で
あ

る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
こ

に
は
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま 

つ
る
悪
人
、
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
」
と
あ
っ
て
、
悪
人
正
機 

と
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
曾
我
量
深
先
生
は
、

「
悪
人
正
機
と
い
う
こ
と
は
、

一
般
に
、
皆
様
も
我
々
も
聞
い 

て
い
る
が
、

悪
人
正
因
と
い
う
言
葉
は 

『
歎
異
抄
』

し
か
な 

い
。

こ
れ
を
信
心
を
悪
人
と
誤
っ
た
の
で
な
い
か
と
常
識
人
は 

い
う
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
他
力
を
た
の
む
信
心
と
あ
る
な
ら 

わ
か
る
が
、
悪
人
が
も
っ
と
も
往
生
の
正
因
と
あ
る
。 

大
体
、
文
章
に
は
生
き
た
文
章
と
、
死
ん
だ
文
章
と
あ
る
。
我 

々
の
書
く
文
章
は
死
ん
だ
文
章
で
、
生
き
た
文
章
を
書
く
人
は 

千
人
に
一
人
し
か
な
い
。
本
当
に
日
本
の
国
語
を
、
わ
が
言
葉 

と
し
て
自
由
に
使
っ
て
書
い
て
あ
る
聖
典
は
得
難
い
も
の
で
、
 

『
歎
異
抄
』
な
ど
は
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
ま
こ
と
に
秀
れ
た 

も
の
で
あ
る
」

と
い
い
、
さ
ら
に

「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
こ
そ
は
、
悪
人
で
あ
る
と 

い
う
こ
と
が
、
も
っ
と
も
往
生
の
正
因
で
あ
る
。
」 

と
い
わ
れ
て
い
る
。(

歎
異
抄
聴
記) 

従
来
、

一
般
に
、

こ
の
一
段
は
「
悪
人!
!

正
機
」

「
信
心
— 

正
因
」
と
い
う
解
釈
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
読
ま
れ
て
き
た
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の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
原

文

は

「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る 

悪
人
、
も
と
も
往
生
の
正
機
な
り
」

で
も
な
く
、
ま

た

「
他
力
を 

た
の
み
た
て
ま
つ
る
信
心
、
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
」

で
も
な 

い
。

「
本
願
他
力
の
意
趣
」
は

「
悪
人
成
仏
の
た
め
」
で
あ
る
。 

よ

っ

て

「
本
願
他
力
に
帰
命
す
る
悪
人
」
が

「
往
生
の
正
因
」
で 

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

こ
の
文
章
は
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪 

人
」
即

信

心

「
も
と
も
往
生
の
正
因
な
り
」
と
解
す
る
こ
と
が
で 

き
ょ
う
。
信
心
と
は
、
本
願
他
力
に
乗
托
し
つ
つ
あ
る
自
身
の
深 

信
で
あ
り
、

「
自
身
は
現
に
是
れ
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
自
身
を 

深
信
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ

を

「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る 

悪
人
」

と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

故
に
、

い
う
ま
で
も
な
く 

「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
信
心
」
が
正
因
だ
と
い
う
の
で
は 

な
い
。
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
即

「
信
心
」
が

「
正 

因
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

「
他
力
を
」
信
ず
る
信
心
と
「
他 

力
の
」
信
心
と
を
、
明
瞭
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
の
、
悪
人
の
自
覚
、
す
な
わ
ち
他
力
の
信
心
は
本
願
他
力
よ 

り
生
じ
、
本
願

他
力
は

「
悪
人
成
仏
の
た
め
」
に
発
起
さ
れ
る
。 

故

に

「
悪
人
、
往
生
の
正
因
な
り
」

の
正
因
は
、
成
仏
の
果
に
対 

し
て
い
え
ば
、
他
力
の
信
に
め
ざ
め
る
悪
人
こ
そ
、
正
に
浄
土
に 

往
生
す
べ
き
因
位
の
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
身
を
深

信
す
る
悪
人
は
、
正
し
く
成
仏
す
る
位
に
つ
い
た
人
で
あ
り
、
正 

定
聚
之
機(

正
機)

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ア
ミ
ダ
の
本
願
に
あ
っ 

て
は
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
「
悪
人
」(

即
信
心)

が

「
正 

機
」
で
あ
る
。

こ
の
、
悪
人
こ
そ
正
し
く
仏
と
成
る
べ
き
人(

機) 

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
「
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
る
悪
人
、
も 

と
も
往
生
の
正
因
な
り
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 

こ
こ
に
、

こ
の
生
き
た
文
章
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
信
仰
表
白
の 

聖

典

『
歎
異
抄
』
が
、
現
代
の
聖
典
と
し
て
、
多
く
の
人
び
と
の 

心
を
と
ら
え
る
所
以
が
あ
る
。

ハ
六
六
頁
—V

と
い
う
如
く
、
弥
陀
の
本
願
は
、

一
人
と
い
う
身
の
事
実 

に
帰
る
こ
と
に
お
い
て
成
就
す
る
。
即
ち
、

一
人
の
上
に
成
就
す
る
本
願 

は
、
唯
除
を
内
含
す
る
大
悲
の
本
願
で
あ
る
故
に
、

「
さ
れ
ば
そ
く
ば
く 

の
業
を
持
ち
け
る
身
に
て
あ
り
け
る
を
助
け
ん
と
思
召
た
ち
け
る
本
願
の 

か
た
じ
け
な
さ
よ
」
と
、
業
縁
存
在
と
し
て
の
身
の
自
覚
に
お
い
て
、
自 

己
の
心
境
に
全
顕
す
る
の
で
あ
る
。
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