
「
教
行
信
託
』

に
お
け
る

『
菩
薩
戒
経
」

の
引
意
を
め
ぐ
っ
て

山：

崎Z

り

ゅ

う

み

よ

う

龍

明

（
本
願
寺
派
）

親
驚
は
『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
末
に

『
菩
薩
戒
経
』
を
引
用
し
て
い
る
。

菩
薩
戒
経
に
一
一
一
一
日
く
、
出
家
の
人
の
法
は
、
国
王
に
向
い
て
礼
拝
せ
す
。
父
母
に
向
い
て
礼
拝
せ
ず
。
六
親
に
務
え
ず
。
鬼
神
を
礼
せ

ず

（
『
真
聖
全
』

2
の則一只）

と
。
じ
つ
は
、

乙
の
経
典
の
解
説
文
を
め
ぐ
っ
て
、

西
本
願
寺
教
団
に
あ
っ
て
は
、
昨
年
来
論
争
？
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い

て
は
、
関
係
紙
誌
で
報
道
さ
れ
て
い
る
の
で
、

乙
乙
で
述
べ
る
事
は
避
け
た
い
が
、
争
点
だ
け
を
明
ら
か
に
し
て
、

い
さ
さ
か
の
所
見
を

述
べ
て
み
た
い
。

実
は
、
さ
き
に
、
龍
谷
大
学
の
信
楽
峻
麿
氏
が

「
中
外
日
報
」
紙
上
に
お
い
て
、
全
ロ
回
に
亘
っ
て
所
説
を
展
開
し
て
い
る
。

ま
に
、

古
田
武
彦
氏
も
、

そ
れ
に
さ
き
ピ
っ
て
「
親
驚
論
争
の
す
す
め
」
の
題
の
も
と
に
、

2
回
に
亘
っ
て
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

き
て
、
論
争
の
発
端
を
簡
略
に
示
し
て
お
く
と
、
西
本
願
寺
教
団
が
強
力
に
推
進
し
て
い
る
伝
道
教
化
活
動
の
運
動
体
に
、

門
信
徒
会

「
教
行
信
証
』
に
お
け
る
『
菩
薩
戒
経
』
の
引
意
を
め
ぐ
っ
て

七



司
教
行
信
証
』
に
お
け
る
『
菩
薩
戒
経
」
の
引
音
却
を
め
ぐ
っ
て

八

運
動
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
の
年
度
計
画
書
（
昭
和
五
十
年
度
）
の
解
説
文
の
中
に
、

さ
き
の
「
戒
経
』
の
文
を
引
い
て
「
同
朋
」
主
義

の
説
明
が
施
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
文
章
は
、

『
戒
経
』
の
「
出
家
人
の
法
は
、
国
王
に
向
い
て
礼
拝
せ
ず
：
：
：
」
に
基
底
し
て
、

乙
乙
で
い
わ
れ
る
国
王
と
は
、
財
力
、
武
力
、
権
力
で
あ
り
、
政
治
主
義
、
権
力
主
義
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

父
母
・
六
親
と
は
、

血

族
、
民
族
、
人
類
で
あ
り
、
拡
大
す
れ
ば
学
問
、
派
閥
を
も
意
味
す
る
と
解
釈
で
き
ま
す
。

本
文
で
い
わ
れ
る
集
団
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で

あ
り
ま
す
。
鬼
神
と
は
、
差
別
、
欲
望
、
怨
憎
、
殺
裁
を
象
徴
す
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
神
々
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

同
朋
と
は
こ
れ
ら
か

ら
の
訣
別
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す

と
、
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

右
の
文
章
に
対
し
て
、

乙
れ
は
、
明
ら
か
に
真
宗
教
義
の
理
解
に
お
い
て
誤
謬
が
あ
る
、

と
指
摘
さ
れ
、

一
躍
、
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア

ツ
プ
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
計
画
書
が
回
収
さ
れ
る
、

と
い
う
と
乙
ろ
ま
で
発
展
し
て
き
た
。

そ
の
の
ち
、

勧
学
寮
（
西
本

願
寺
教
団
に
お
け
る
教
学
と
信
心
に
関
す
る
最
高
の
審
議
決
定
機
関
）
の
意
見
を
も
聴
取
し
て
（
「
中
外
日
報
」
、
叩
年
日
月
回
日
付
参
照
）
登
場
し
て

き
た
も
の
は
つ
ぎ
の
文
章
で
あ
っ
た
。

前
の
解
説
に
「
化
身
士
巻
」
に
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
菩
薩
戒
経
の
文
を
出
し
て
、

同
朋
教
団
の
あ
る
べ
き
姿
を
述
べ
ま
し
た
が
、
化

身
土
の
末
巻
は
「
外
教
の
邪
偽
異
執
を
教
誠
」
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
菩
薩
戒
経
の
文
も
、

外
道
邪
偽
の
鬼
神
な
ど
に
仕
え
て
は
な
ら

ぬ
と
い
う
思
召
し
で
引
用
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

「
国
王
に
向
い
て
礼
拝
せ
ず
、
父
母
に
向
っ
て
礼
拝
せ
ず
、
六
親
に

っ
か
え
ず
」
と
あ
り
ま
す
の
は
、

こ
れ
は
「
出
家
人
の
法
」
で
あ
り
ま
し
て
、
人
倫
社
会
の
中
に
あ
っ
て
生
活
す
る
私
共
が
、

人
倫

社
会
の
秩
序
を
否
定
し
て
よ
い
と
い
う
意
味
で
な
い
こ
と
は
、

ど
消
息
な
ど
に
で
て
い
る
宗
祖
の
お
言
葉
や
ど
生
肢
の
生
活
態
度
の

全
般
か
ら
窺
っ
て
、
自
明
の
乙
と
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
文
章
に
お
け
る
問
題
点
は
2
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

『
戒
経
』
の
引
意
は
、

「
外
道
邪
偽
の
鬼
神
」

に
仕
え
て
は
な
ら
な
い
、



と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

さ
ら
に
「
戒
経
』
の
「
国
王
等
不
礼
」
の
制
誠
は
、

「
出
家
人
の
法
」
で
あ
る
、

と
い
ャ
ヲ
こ
と
で
あ
る
。

当
然
な
が
ら
、
化
身
土
巻
末
は
、
外
教
邪
偽
の
否
定
に
、
主
眼
が
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
親
驚
自
身
が
、

夫
れ
諸
の
修
多
羅
に
よ
っ
て
、
真
偽
を
勘
決
し
て
、
外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
誠
せ
ば
、
浬
繋
経
に
言
く
、

仏
に
帰
依
せ
ば
終
に
ま
た

其
の
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ

（
『
真
聖
全
』
2
の
巾
頁
）

と
、
述
べ
て
い
る
と
乙
ろ
か
ら
も
明
瞭
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

親
驚
が
鬼
神
を
否
定
す
る
た
め
の
傍
証
と
し

て
の
み
、

『
戒
経
』
を
引
く
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
前
の
語
旬
、

つ
ま
り
「
国
王
不
礼
等
」
の
語
は
省
略
し
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
を
し
な
い
で

「
出
家
人
の
法
は
国
王
に
向
い
て
礼
拝
せ
ず
、

父
母
に
向
い
て
礼
拝
せ
ず
、
六
親
に
務
え
ず
、
鬼
神
を
礼
せ
ず
」
と
、

語
句
を
か
さ
ね
て
引
文
す
る
の
は
、
敢
て
乱
暴
な
い
い
方
を
す
る
な
ら
、

「
鬼
神
」
と
、

「
国
王
、

父
母
、
六
親
」
と
が
、

共
通
の
基
盤

に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
、
親
驚
が
持
っ
て
い
た
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

極
論
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え

で
一
言
し
て
お
き
た
い
。

い
づ
れ
に
し
て
も
、

「
鬼
神
」
と
い
う
概
念
を
明
確
に
し
て
お
く
乙
と
は
、

乙
の
種
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で

は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

つ
ぎ
に
、

「
国
王
父
母
不
礼
」
等
の
規
定
は

「
出
家
人
」
の
法
で
あ
る
、

と
い
う
限
定
の
仕
方
も
、
ま
乙
と
に
稚
拙
な
経
典
理
解
と

い
う
ほ
か
は
な
い
。

か
り
に

一
歩
を
譲
っ
て
、
「
国
王
父
母
不
礼
」
が
出
家
人
の
法
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

そ
の
あ
と
に
続
く
「
鬼
神
」

不
礼
も
、
当
然
な
が
ら
「
出
家
人
の
法
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
人
倫
社
会
の
中
に
あ
っ
て
生
活
す
る
私
共
」
は
、
鬼
神
を
礼
拝
し

て
も
差
し
支
え
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

「
国
王
父
母
不
礼
」
の
み
が
「
出
家
人
の
法
」

で
あ
る
と
し
、

「
鬼
神
不
礼
」

の
語
を
切
り
離
し
て
理
解
す
る
と
乙
ろ
に
、
混
乱
が
生
起
す
る
の
で
あ
る
。

「
戒
経
』
の
「
出
家
人
の
法
は
」
と
い
う
語
は
、

ず
、
六
親
に
務
え
ず
、
鬼
神
を
礼
せ
ず
」
と
い
っ
た
す
べ
て
の
語
に
か
か
る
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
寧
ろ
乙
の
こ
と
は
、
自
明

問
題
を
整
理
し
て
言
え
ば

「
国
王
に
向
い
て
礼
拝
せ
ず
、

父
母
に
向
い
て
礼
拝
せ

『
教
行
信
一
証
』
に
お
け
る
『
菩
薩
戒
経
』
の
引
意
を
め
ん
、
っ
て

九



『
教
行
信
証
」
に
お
け
る
『
菩
薩
戒
経
』
の
引
意
を
め
ぐ
っ
て

。

す
ぎ
る
ほ
ど
自
明
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
問
題
を
拡
大
し
て
い
え
ば
、

「
出
家
人
の
法
」
で
あ
っ
て
、

「
人
倫
社
会
の
中
に
あ
っ
て
生
活
す
る
私
共
」
（
真
宗
者
）
に
は

か
か
わ
り
が
な
い
、

と
い
う
把
握
に
つ
い
て
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、

『
戒
経
』
の
「
国
王
父
母
不
礼
」

は

「
出
家
人
の
法
」
で
あ

って、

「
在
家
道
」
と
い
わ
れ
る
、
真
宗
念
仏
者
に
お
け
る
モ
ラ
ル
で
は
な
い
、

と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
認
識
が
誤
り

で
あ
る
乙
と
は
、

い
ま
述
べ
た
。

親
鴬
の
信
仰
の
あ
り
ょ
う
を
、

「
出
家
道
」
に
対
し
て
「
在
家
道
」
と
規
定
さ
れ
る
と
と
が
多
い
。
私
は
、

か
ね
て
よ
り
こ
の
よ
う
な

規
定
の
し
か
に
に
、
疑
義
ぞ
抱
い
て
い
る
。

「
出
家
道
」
と
い
う
語
の
基
本
的
意
味
に
忠
実
に
従
い
、

そ
れ
に
対
置
さ
れ
る
「
在
家
道
」
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、

真
宗
の
信
仰
の
あ
り
ょ
う
は
、
直
接
的
に

「
在
家
道
」

で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
在
家
道
」
と
い
う
よ
り
も
、
寧
ろ
「
在
俗
信
仰
」
と
で
も
い
っ
た
方
が
一
層
、

真
宗
信
仰
の
内
実
が
明
瞭
に
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

真
宗
信
仰
の
あ
り
ょ
う
は
、
形
態
的
に
は
あ
く
ま
で
「
在
家
」
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
志
向
す
る
世
界
は
、
究
極
の
世
界
は
「
在
家
」
と

い
う
「
俗
性
」
を
超
克
す
る
も
の
で
あ
る
。

親
驚
に
と
っ
て
、

「
出
家
人
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

ζ

の
点
に
つ
い
て
古
田
武
彦
氏
の
所
説
を
み
よ
う
。

今
、
問
題
の
「
菩
薩
戒
経
」
も
釈
迦
の
経
典
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
当
然

4

仏
の
言
葉
。

r。
（
中
略
）
い
わ
ゆ
る
「
教
」
に
属
し
て

い
た
の
で
あ
る
0

0

し
か
し
も
は
や
現
在
は
「
末
法
」
だ
か
ら
、

か
つ
て
の
「
正
法
」
の
時
期
の
よ
う
に
、
「
出
家
人
」
が
こ
れ
を
守

る
、
と
い
う
実
質
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ

k
o
o
l－
－
親
驚
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
る
。

（
乙
の
よ
う
な
見
方
に
は
、
当
時
の
比
叡
山

な
ど
の
支
配
的
な
仏
教
の
退
廃
し
に
現
実
、
そ
れ
に
対
す
る
親
驚
の
リ
ア
ル
〈
真
実
〉
な
認
識
が
反
映
し
て
い
よ
う
J

。
で
は
、
そ
の
「
教
」
は
、

末
法
の
世
で
は
、
誰
に
よ
っ
て
守
ら
れ
う
る
か
？
。
そ
の
答
は
次
の
よ
う
だ
。

。
そ
れ
は
、

「
無
戒
名
字
」

の
人
に
し
て
、

「
ア
ミ

ダ
仏
に
帰
依
す
る
L

乙
と
し
か
、

な
し
え
ぬ
者
、
す
な
わ
ち
凡
愚
の
「
わ
れ
ら
」

（
親
驚
た
ち
）
以
外
に
な
い
0
0

と。



今
中
外
日
報
」

mm
・1
・2
日号、

「
親
驚
論
争
の
す
す
め
、
親
驚
集
団
の
国
王
不
拝
｜
）

『
戒
経
』
が
、

五
世
紀
に
お
け
る
中
国
撰
述
で
あ
る
乙
と
は
、
疑
義
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

親
驚
に
こ
の
よ
う
な
認
識
が
欠
落
し

て
い
に
乙
と
は
、
も
ち
ろ
ん
言
う
ま
で
も
な
い
。
古
田
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
仏
言
の
聖
句
」

と
し
て
そ
れ
を
み
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

「
出
家
人
の
法
」
の
「
出
家
人
」
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
経
典
そ
の
も
の
の
意
味
に
即
し
て
、
額
面
通
り
「
出
家
人
」

と
し
て
把
え
な
が
ら
、
親
驚
は
、
独
自
な
把
握
を
試
み
た
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

た

r、
明
確
に
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
親
驚
が
こ
の
『
戒
経
』
の
引
文
に
よ
っ
て
、
直
接
的
に
、

国
王
へ
の
軽
侮
を
説

い
た
の
で
は
な
い
、

と
畳
一
日
う
乙
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
規
定
し
き
っ
た
な
ら
ば
、

あ
ま
り
に
も
短
絡
的
で
あ
る
と
い
う
誘
り
を
う
け
る

で
あ
ろ
う
。
切
言
す
れ
ば
、
親
驚
が
「
戒
経
』
を
引
く
引
意
は
、
仏
道
に
逼
進
す
る
す
べ
て
の
者
の
「
法
」
は
、

あ
ら
ゆ
る
俗
性
に
立
脚

す
る
、
国
王
、

父
母
、
六
親
、
鬼
神
、
等
を
原
理
的
に
絶
対
否
定
す
る
、

と
い
う
と
乙
ろ
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
精
神
乙
そ
、
親

驚
が
把
握
し
た
と
ζ

ろ
の
「
戒
経
』
の
精
神
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、
家
永
三
郎
氏
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
乙
と
が
あ
る
。

承
元
の
法
難
に
つ
い
て
示
し
た
「
主
上
臣
下
、
背
レ
法
違
レ
義
、
成
レ
念
結
レ
怨
。

（
中
略
）
不
レ
考
－
一
罪
科
「
濃
坐
一
一
死
罪
「
或
改
一
一
僧
儀

賜
ニ
姓
名
一
処
＝
遠
流
こ
と
い
う
峻
厳
な
プ
ロ
テ
ス
ト
は
、

『
教
行
信
証
』
化
身
土
巻
に
『
菩
薩
戒
経
』
を
引
き

出
家
人
法
、

不
下
向
－
一
国
王
一
礼
拝
品
不
下
向
ニ
父
母
一
礼
拝
日
六
親
不
レ
務
、
鬼
神
不
レ
礼
。

と
明
言
し
た
、
そ
の
基
本
的
原
理
の
具
体
的
発
動
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

乙
の
よ
う
な
権
力
に
対
す
る
自
律
的
姿
勢
が
、
様
態
こ

そ
異
な
れ
、
鎌
倉
新
仏
教
の
開
祖
に
共
通
す
る
と
と
ろ
で
あ
っ
た
乙
と
は
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

（
岩
波
、
日
本
思
想
大
系
『
親
驚
』
解
説
、
山
頁
）

と
。
果
し
て
、

乙
の
よ
う
に
化
身
土
巻
後
序
と
い
わ
れ
る
文
章
と
、

い
ま
の
『
戒
経
』
の
そ
れ
と
を
対
置
し
て
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ

『
教
行
信
一
証
』
に
お
け
る
『
菩
薩
戒
経
L

の
引
意
を
め
ぐ
っ
て



『
教
行
信
証
』
に
お
け
る
『
菩
薩
戒
経
」
の
引
意
を
め
ぐ
っ
て

ろ
う
か
。
基
本
的
な
精
神
に
お
い
て
は
相
違
が
認
め
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
直
ち
に
、

「
主
上
臣
下
：
：
：
」
の
文
と

「
戒
経
』
の
そ
れ
を

結
び
合
せ
る
に
は
、
尚
若
干
の
論
理
的
営
為
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
当
面
の
問
題
で
は
な
い
の
で
深
く
立
ち
入
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
、

一
言
し
て
お
き
た
い
と
お
も
う
。

親
驚
が
「
主
上
臣
下
：
：
：
」
と
発
言
す
る
場
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
承
元
の
法
難
に
関
し
て
で
あ
る
。

家
永
氏
の
指
摘
通
り
、
そ
れ

カi

「
峻
厳
な
プ
ロ
テ
ス
ト
」
で
あ
る
こ
と
に
、
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
ζ

と
が
直
線
的
に
「
戒
経
』

の
語
に
結
び
つ
く
の
で
あ

ろ
う
か
。
親
驚
自
身
の
な
か
で
、

豆
放
経
』
の
語
の
、

「
基
本
的
原
理
の
具
体
的
発
動
」
と
し
て
、

「
主
上
臣
下
・
・
・
・
・
・
」

の
姿
勢
が
も
た

ら
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
に
は
、
若
干
の
疑
義
が
残
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

い
ま
、
若
干
述
べ
て
き
た
よ
う
に

『
戒
経
L

の
真
意
は
「
出
家
人
の
法
」
と
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
真
宗
念
仏
者
の
あ
り
ょ
う
を
規

定
し
た
も
の
で
は
な
い
。

（
乙
の
規
定
が
、
す
で
に
論
理
的
に
も
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
さ
き
に
述
べ
た
。
）
げ
ん
に
、
親
協
同
は
、
国
王
、

父
母
、
六
親
、
等
に
対
し
て
い
か
な
る
姿
勢
を
持
し
て
い
た
か
、

と
い
っ
て
、

そ
の
典
拠
を
あ
げ
る
、

と
い
っ
た
琵
想
は
濃
厚
に
存
す
る
。

し
か
し
、
問
題
状
況
の
認
識
と
把
握
に
誤
り
が
あ
る
の
で
、
妥
当
で
な
い
こ
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
い
。

日
年
2
月
四
日
、
勧
学
寮
は
、

「
門
信
徒
会
運
動
計
画
書
」
問
題
と
し
て
、

そ
の
迫
ま
ら
れ
た
回
答
を
発
表
し
た
。
結
論
的
に
弓
一
日
う
と
、

「
こ
の
経
を
ご
引
用
に
な
っ
た
意
は
、
ま
さ
し
く
『
鬼
神
を
礼
せ
ず
』
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
知
ら
れ
ま
す
。

故
に
、

仏
教
を
信
奉
す
る
者
が
他
の
鬼
神
を
礼
す
る
ご
と
き
は
邪
偽
異
執
で
あ
る
と
誠
め
ら
れ
る
思
召
し
で
あ
る
と
窺
う
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
」

（
「
中
外
日
報
」
日
・

2
・
M
日
号
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

付
記
と
し
て
、
親
驚
の
国
王
、
父
母
観
の
肯
定
的
典
拠
を
羅
列
し
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、



①
親
組
問
の
父
母
観
の
例
証

⑧
本
願
の
文
と
、
成
就
文
に
は
、

「
唯
除
五
逆
誹
詩
正
法
」
と
説
示
さ
れ
て
あ
り
、
そ
の
五
逆
の
中
に
、
父
母
を
害
す
る
こ
と
は
思

固
に
背
く
重
い
逆
罪
で
あ
る
。

⑥
『
大
経
』
下
巻
、

「
五
善
五
悪
」
の
勧
誠
。

。
『
観
経
』

「
孝
養
父
母
奉
事
師
長
」
の
文
。

⑥
『
教
行
信
証
」
信
巻
（
真
聖
全
2
の
砧
頁
）

「
難
化
の
三
機
、
難
治
の
三
病
」
等
に
五
逆
罪
を
あ
げ
て
い
る
。

⑥
「
論
註
」
に
よ
っ
て
、

五
逆
が
生
起
す
る
の
は
、
正
法
を
喪
失
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
発
想
に
基
い
て
更
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、

『
末
灯
紗
』
第
四
通
の
「
お
や
を
そ
し
る
も
の
を

ば
五
逆
の
も
の
と
申
な
り
」

（『宣（聖全
2
の
側
頁
）
と
か
、
『
消
息
』
「
親
驚
に
そ
ら
ご
と
を
も
う
し
つ
け
た
る
は

ち
ち
を
殺
す
な
り
、

五
逆
の
そ
の
一
な
り
」
令
官
宍
聖
全
』

2
の
四
頁
）
と
い
っ
た
文
な
ど
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
と
い
え
よ
う
。

②
親
驚
の
国
王
観
の
例
証

⑧
『
教
行
信
証
』
行
巻
（
真
聖
全
2
の
必
頁
）
、

「
孝
子
の
父
母
に
帰
し
、
忠
臣
の
君
后
に
帰
し
、
動
静
己
に
非
ず
、
出
没
か
な
ら
ず
由

あ
る
が
ご
と
し
」
と
、

『
論
註
」
を
釈
し
て
、
忠
臣
、
孝
子
を
に
し
て
い
る
。

以
上
が
、
勧
学
寮
の
回
答
文
の
付
記
の
文
章
に
散
見
す
る
、
勧
学
寮
の
姿
勢
で
あ
る
。

乙
の
姿
勢
は
、

と
り
も
直
さ
ず
、
伝
統
的
真
宗

教
学
の
あ
り
ょ
う
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
み
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
基
い
て
、

仏
法
は
出
世
間
道
各
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
世
間
道
を
も
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、

宗
祖
も
人
倫
道
徳
を
否
定
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
戒
経
に
出
家
人
の
法
は
云
々
と
い
う
文
も
、
宗
祖
が
直
ち
に
国
王
父
母
な
ど
に
対
す
る
礼
を
否
定
さ
れ
た

も
の
と
考
え
る
の
は
早
計
で
あ
り
、
曲
解
で
あ
る

（
前
掲
「
中
外
日
報
」
）

『
教
行
信
証
」
に
お
け
る
「
菩
薩
戒
経
』
の
引
意
を
め
ぐ
っ
て



守
教
行
信
証
』
に
お
け
る
『
菩
薩
戒
経
』
の
引
意
を
め
ぐ
っ
て

四

な
ど
と
断
定
さ
れ
る
と
、

さ
ま
ざ
ま
な
懸
念
を
抱
か
、
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

乙
の
文
章
に
顕
在
化
し
て
い
る
、
致
命
的
な
誤
り
は
、

と
の
た
び
の
論
争
を
通
じ
て
、
誰
も
、
親
驚
が
「
人
倫
道
徳
」
を
否
定
し
た
な
ど
と
言
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

と
く
に
円
日
成
道
氏

「
同
朋
と
は
こ
れ
ら
（
四
事
｜
国
王
、
父
母
、
六
親
、
鬼
神
｜
筆
者
註
）
か
ら
の
訣
別
を
意
味
し
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
」
と
力
説
す
る
よ
う
に
、
四
事
か
ら
の
訣
別
と
、
否
定
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
語
の
意
味
に
お
い
て
も
異
っ
て
い
る
。
訣

別
と
い
う
こ
と
は
、
原
理
的
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
深
い
意
味
を
内
包
し
て
い
る
。
訣
別
イ
コ
ー
ル
否
定
で
は
な
い
。

四
事
は
、
原
理
的
に
は
、
否
定
の
対
象
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
本
来
的
に
は
訣
別
す
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

が

（
「
中
外
日
報

L
m
－
3
－
げ
日
号
）

親
驚
に
と
っ
て
も
、

そ
の
証
左
と
し
て
、

今
世
き
に
あ
げ
た
化
身
土
巻
末
の
冒
頭
の
文
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
の
よ
う
な
回
答
文
に
触
れ
る
と
、
伝
統
的
宗
学
の
あ
り
ょ
う
を
如
実
に
み
る
お
も
い
が
す
る
。

と
い
う
の
は
、
従
来
の
伝
統
的
宗
学

者
が
、
等
し
く
『
戒
経
』
の
文
を
、

「
出
家
人
の
法
」
と
限
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
今
回
の
回
答
文
も
、
そ

の
延
長
線
上
に
あ
り
、
す
く
な
く
と
も
、
親
驚
が
『
戒
経
』
を
引
用
し
た
、
積
極
的
意
義
は
、

こ
れ
ら
の
文
章
か
ら
は
看
取
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
、

と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
卒
直
に
い
え
ば
、
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
、
解
説
文
の
教
学
的
営
為
、

聞
い
に
対
す
る
答
と
は
な
り

得
な
か
っ
た
、

と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
残
念
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

あ
ら
た
め
て
、
伝
統
的
宗
学
者
に
お
け
る
『
戒
経
』
の
引
意
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
こ
と
は
、

そ
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
信
楽
氏
が
、
智
濯
、
玄
智
、
僧
叡
、
月
珠
、
普
譲
、
頓
慧
、
宣
明
、
鳳
嶺
、

乙
乙
で
、

必
要
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

の
諸
先
哲
、

お
よ
び
、
梅

原
真
隆
、
山
辺
習
学
、
赤
沼
智
善
、
等
の
学
者
の
見
解
を
簡
略
に
提
示
し
て
い
る
の
で
、

乙
こ
で
は
あ
え
て
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

以
上
の
諸
先
哲
の
所
説
は
、
山
辺
、
赤
沼
氏
の
著
述
を
の
ぞ
い
て
は
、
大
同
小
異
で
あ
る
。

そ
れ
ら
を
注
意
し
て
み
る
と
、



①
あ
く
ま
で
出
家
者
の
法
で
あ
っ
て
、
在
家
信
者
、
真
宗
者
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。

②
鬼
神
不
礼
に
つ
い
て
明
か
す
も
の
で
あ
る
。

の
二
点
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
あ
た
り
に
、
伝
統
宗
学
と
い
う
も
の
の
基
本
的
な
性
格
が
顕
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
出
家
人
の
法
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
当
然
、
鬼
神
も
「
出
家
人
の
法
」
の
も
と
で
否
定
さ
れ

さ
き
ほ
ど
か
ら
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

る
べ
き
で
あ
り
、
真
宗
者
は
逆
に
「
鬼
神
」
を
礼
拝
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
化
巻
の
精
神
か

ら
い
っ
て
も
当
然
容
認
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
乙
と
は
、
自
明
で
あ
る
。
そ
し
て
、

先
哲
も
そ
の
こ
と
ぞ
く
り
返
し
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で

も
あ
る
。

と
の
矛
盾
を
い
か
に
克
服
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

山
辺
、
赤
沼
共
著
『
教
行
信
証
講
義
』
を
み
る
と
、
信
楽
氏
も
着
眼
し
て
い
る
よ
う
に
、
若
干
、

「
出
家
」

と
い
う
も
の
に
対
す
る
視

角
が
異
っ
て
い
る
。

出
家
と
い
う
こ
と
は
、

乙
れ
迄
も
っ
て
い
た
思
念
を
棄
て
る
こ
と
で
あ
る
：
：
。

先
師
日
く
『
如
来
の
奴
隷
と
な
れ
、
其
の
他
の
奴
隷
と
な
る
勿
れ
』
道
に
進
む
人
は
こ
れ
等
の
文
字
ぞ
平
淡
に
解
せ
ず
に
深
く
其
の

奥
旨
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

〈同著］日『ロ頁）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
親
驚
が
化
身
土
巻
に
引
く
、

『
浬
喋
経
』
の
文
言
と
合
致
す
る
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

乙
の
言
葉
の
中
に
、

親
驚
に
お
け
る
『
戒
経
』
の
引
意
が
示
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
も
な
い
。

四

以
上
、
乱
雑
な
が
ら
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
問
題
の
点
は
、
次
の
二
点
で
あ
っ
た
。

①
出
家
人
の
法
と
は
、
真
宗
在
俗
者
の
信
仰
の
あ
り
ょ
う
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。

「
教
行
信
証
」
に
お
け
る
『
菩
薩
戒
経
』
の
引
意
ぞ
め
々
っ
て

二
五



『
教
行
信
一
証
』
に
お
け
る
『
菩
薩
戒
経
』
の
引
意
を
め
ぐ
っ
て

一一六

②
な
ぜ
な
ら
、
親
驚
の
国
王
、

父
母
観
と
、

『
戒
経
L

の
文
そ
れ
自
身
と
は
違
背
す
る
。

と
。
こ
の
あ
た
り
で
、
若
干
の
私
見
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。

基
本
的
に
い
っ
て
、
化
身
土
巻
を
一
貫
す
る
精
神
は
、

一
体
な
ん
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
原
理
的
認
識
の
問
題
で
あ
る
。
更
め
て
考
え

て
み
る
と
、
さ
き
に
も
引
い
た
よ
う
に
、
親
驚
は
、

夫
れ
、
諸
の
修
多
羅
に
拠
っ
て
、
真
偽
を
勘
決
し
て
外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
誠
せ
ば
、
浬
繋
経
に
言
く

「
仏
に
帰
依
せ
ば
、
終
に
ま

に
其
の
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
」

（
『
真
聖
全
』
2
の
問
頁
）

と
発
言
す
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、

「
阿
弥
陀
仏
」
に
帰
依
投
託
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
他
の
一
切
の
「
俗
」
な
る
権
威
、

権
力
は
も
ち
ろ
ん
、

「血」

（
家
族
）
そ
の
も
の
さ
え
、
礼
拝
の
対
象
で
は
あ
り
え
な
い
。
礼
拝
の
対
象
ど
こ
ろ
か
、

人
間
の
根
源
で
あ
る
自
性
（
エ
ゴ
イ
ズ

ム
）
迷
妄
心
と
し
て
、
原
理
的
に
は
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
七
、
原
理
的
認
識
缶
、

親
鷺
は
こ
こ
で
再
確
認
し
て
い
る
と
い

え
な
い
に
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
立
場
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

『
戒
経
』
の
示
す
と
こ
ろ
は
、

「
出
家
人
の
法
」

で
あ
る
と
い
っ
た
り
、

「
不
礼
、

不
務
」
の
対
象
は
「
鬼
神
」
で
あ
る
、

な
ど
と
論
ず
る
乙
と
は
問
題
の
本
質
を
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
近
時
、

乙
の

問
題
に
関
し
て
よ
く
言
わ
れ
る
乙
と
は
、

る
と
い
う
議
論
が
あ
る
。

「
礼
拝
」
と
「
尊
敬
」
と
、
区
別
し
な
い
か
ら
、

ζ

の
よ
う
な
と
り
ち
が
え
が
起
こ
る
の
で
あ

つ
ま
り
、
親
驚
は
、
国
王
を
尊
敬
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
礼
拝
し
た
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

乙
の
種
の
、

一
見
も
の
わ
か
り
の
よ
い
議
論
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
、
問
題
点
の
究
明
を
、

一
層
不
明
確
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
で
あ

ろやコ。こ
れ
ら
の
問
題
は
、
宗
教
に
お
け
る
「
聖
」
と
「
俗
」
と
の
交
り
を
一
不
す
、
重
要
な
契
機
で
あ
る
。
親
驚
が
こ
こ
に
一
不
し
た
『
戒
経
』

の
引
意
の
奥
深
さ
は
、
そ
の
こ
と

つ
ま
り
「
仏
法
」
と
っ
俗
」
と
の
緊
張
関
係
を
、
自
己
の
内
面
に
課
す
る
、
と
い
う
一
つ
の
問
題
提



起
で
あ
っ
た
、

と
い
っ
た
ら
、

い
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
切
言
す
れ
ば
、
信
仰
の
自
律
と
い
っ
た
も
の
を
一
問
題
に
し
て
い
た
の
で
は
な
い

ピ
ろ
う
か
。

あ
る
意
味
で
は
、
き
わ
め
て
自
明
と
も
い
え
る
親
驚
の
『
戒
経
』
引
用
の
意
図
を
、
更
め
て
考
え
ぎ
る
を
得
な
い
、

と
い
っ
た
状
況
そ

の
も
の
ζ

そ
「
真
宗
者
」
に
お
け
る
「
信
仰
」
の
疎
外
状
況
を
明
確
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
え
な
い
ピ
ろ
う
か
。

勧
学
寮
の
回
答
文
を
一
読
し
て
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
真
俗
二
諦
論
の
現
代
版
で
あ
る
と
い
う
懸
念
を
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。

惟
え
ば
、
過
去
の
真
宗
の
歴
史
に
お
い
て
、

的
発
想
を
脱
却
す
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
再
登
場
さ
せ
る
道
を
与
え
て
い
る
、

あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
信
仰
の
尊
厳
と
自
律
性
を
疎
外
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
真
俗
二
諦

ζ

の
、
現
代
に
お
け
る
真
宗
教
学
的
営
為
そ
の
も
の
と
そ
、

問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
の
問
題
を
、
単
な
る
、

一
つ
の
論
争
に
終
始
き
せ
で
は
な
ら
な
い
。
あ
る
必
然
性
を
も
っ
て
生
起
し
た
の
で
あ
る
か
ら
。

（
一
九
七
六

1

－
ハ
・
二
八
）

司
教
行
信
証
』
に
お
け
る
『
菩
薩
戒
経
』
の
引
意
を
め
ぐ
っ
て

二
七


