
あ

る

か

ら

、

証

空

上

人

の
私

創

で

は
な

い
。

し

か

し

、

こ
れ

ま

で

に

煮

義

を
拡

大

さ

れ

た

の

は

、

証

空

上

人

で

あ

る

か

ら

、

「
正

因

正

行

」

と

い

う

名

目

は

、

証

空

上

人

の
創

と

い

え

る
。

法
然
上
人
の
人
間
観
に

つ
い
て

1

特

に
罪

悪
観

を
中

心

と

し

て

f

井

鬨

隆
.

清

こ
の
罪
悪
思
想
は
多
く
の
闘
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
卒
論
と
し

て
は
、
法
然
独
自
の
罪
悪
槻
の
中
心
が
ど
こ
に
お
か
れ
た
か
に
つ

い
て
論
じ
た
。
今

は
未
完

の
ま

～
で
は
あ
る
が
、
提
出
し
た
卒
論

の
序
論
と
も
云
う
べ
き
箇
所
を
そ

の
ま
ま
記

し
て
お
く
。

業
思
想
が
イ
ン
ド
、
中
困
、
日
本
と
次
第
し
て
渡
り
来

つ
た
変

遷

は
大
体
身

口
意

の
三
業
と
し
て
考
え
ら
れ
、
又
行
じ
ら
れ
て
来

た

の
で
あ
る
が
、
特
に
浄
土
教
に
於
け
る
業
思
想
は
、
こ
の
身
口

意
三
業
中
、
特
に
意
業
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏
に
対

す

る
絶
対
帰
依
の
心
情
か
ら
業
を
、
キ
リ
ス
ト
教

の
原
罪
章
識
と

相
通
じ
た
所

の
鴛
を
待

っ
よ
ヶ
に
な

つ
た
、
勿
論
浄
土
教
に
お
け

る
罪
の
意
識
は
、
己
れ
自
身
を
悪
と
見

な
す
所
に
、
そ
の
起
源
が

冕
出
さ
お
る
と
し
て
も
、
、そ
れ
は
浄
土

三
部
経
、
特
に
無
量
寿
経

に
於
け
る
第
十
八
聴
文
に
依
る
救
済
、
あ
る
い
は
三
輩
、
五
悪
段

と
称
さ
れ
る
浄
土
教

の
倫
理
絹
、
又
観
無
量
寿

経
に
於
け
る
勲
提

希
夬
人
の
凡
夫
羯
、
上
中
下
の
九
品
往
生
に
説

か
れ
る
浄
土
教
的

人
間
現
、
等
こ
れ
ら
を
基
と
し
て
浄
土

教
の
罪
悪
観
は
展
開
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
思
想
を
中
心
に
行
じ
、
あ
る
い
は
魂

の
遍
歴

の
後
に
、
弥

陀
の
滋
悲
を
感
得

し
た
入
々
は
数
多
く
あ
る

と
し
て
も
、
特
に
そ
の
罪

の
章
識

を
明

確
に
し
た
人
々
は
中
困
に

於
て
は
鼻
%
、
道
綽
、,
善
導
と
言

つ
た
浄
土
教
の
祖
師
方

で
あ
り

日
本
に
あ

つ
て
は
源
儒
、
法
然
あ
る
い
は
親

..
と
言

つ
た
人
々
で

あ
ろ
う
。
今
浄
土
教
と
言
う
大
き
な
器

の
中

で
、'
そ
の
歴
史
的
に

宗
教
的
要
素
の
濃
い
礎
石
を
造

つ
た
法
然
に
於
け
る
罪
悪
意
識

は
・

如
何
な
る
も
の
で
あ

つ
た
か
。

現
代
に
於
け
る
羅
悪
鴛
の
見
方
は
親
晶
、
の
罪
悪
愚
想
に
基
づ
マ
・

も

の
が
多
く
、
彼

一
人
が
、
そ

の
意
識

の
第

一
人
者
で
あ
る
が
如

く
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
感
が
あ

る
。
親
侶..と
言
え
ば
罪
悪

意
織
を
代
表
す

る
と
言

つ
た
よ
う
な
、

実
に
彼

に
あ

つ
て
は
、
そ
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れ
が
表
面
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
歎
異
抄

の
中

の

「善
人
な
を
も

て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
言

う
言
葉

を
中
心
に
、
そ
の
悪
を
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
こ
こ
に
閣
題
に
な
る
こ
と
は
、
こ
の
言
葉
が
、

は
た
し
て

親

綿
.自
身
独
自
の
思
,想
で
あ

つ
た
か
ど
う
か
と
言
う

こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
師

の
法
然
と
し
て
は
如
何
な

る
罪
悪
思
想
を
有
し
て
い
た

か
、
そ
れ
は
当
隲
の
時
代
的
背
景
に
依

る
も

の
で
あ

つ
て
、
必
ず

し
も
、
そ
の
罪
悪
膏
識
が
索
教
的
意
識
と
倫
理
的
意
識
と
の
明
確

な

立
場

に
立

つ
て
い
な
か

つ
た
。
む
し
ろ
法
然
自
身

は
そ
の
思
想

を
説
く
為

に
は
、
倫
理
的
な
立
場
に
立
ち
て
解
明
し
た
む
き
が
あ

る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
自
己
の
内
的
意
識

は
阿
弥

陀
仏
に
対

す

る
往
生

の
為

の
絶
対
的
帰
依
を
墜
道
門

の
放
棄

と
共

に
用
合

せ

て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
こ
と
は
法
然

の
人
闇
的

宗
教
揮
を
見
て
行
く
為

に
は
重
要
欠
く

べ
か
ら
ざ

る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
今

こ
の
罪
悪
背
識
と
云
う
こ
と
を
、
当
時
の
社
会
的
背

景

を
通
し
て
見
る
と
す
る
な
ら

ば
戦
乱
に
於
け
る
漉
乱
と
人
民

の

悲

愴
な
る
生
活
苦
よ
り
な
す
社
会

の
構
成
に
あ

つ
て
は
、
罪
悪
音

諦

は
そ
の
中
心
を
宍
教
的
な
立
場
で
は
な
く
、
社
会
倫
理
の
立
場

を
以

つ
て
罪
悪
と
考
え
た
も

の
で
あ

つ
て
、
そ
れ
を
自
己
の
受
入

れ
る
側
.の
人
々
は
社
会
的
な
身
分
制
.約

に
基

づ
い
た
人
々
が
大
半

で
あ

つ
た
。
故
に
浄
土
教
が
現
在
的
救
済
を
説
く
も

の
で
は
な
く

む
し
ろ
来
謄
的
悲
願
を
以

つ
て
当
賻

の
人
々
を
救
済

し
た
の
は
当

然
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
法
然
や
親
懲
の
罪
悪
髯
識

は
当
時
の
人
々
か
ら
は
孤
立
し
た
思
想
で
あ

つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
当
隱
の
特
定
な
宗
教
者
に
依
る
内
省
的
自
覚
か
ら
、

そ
の
悪

の
闇
題
が
起

つ
た
と
し

て
も
、

一
無
、大
衆

の
思
考
的
な
あ

り
方
は
、
悪
そ
の
も
の
自
休
が
現
実
の
社
会
生
活
か
ら
出
て
来
た

所

の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
如
何

に
す

れ
ば
、
そ
の
所
よ
り
逃

れ

得

る
こ
と
が
出
来

る
か
と
云
う

一
っ
の
基
点

に
立

つ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
法
然
や
親
鎌、.
の
如
き
羅
悪
を
中
心
と
し

た
徹
低
的
な
患
想
に
は
な
り
得
ず
、
故

に
法
然
や
溺
漕.、に
あ

つ
て

も
、
そ
の
罪
悪
絆
は
む
し
ろ
倫
理
的
な
面
を
強
張
す

る
、
き
ら

い

が
あ
る
の
で
あ
り
、
又
特
に
法
然
と
親
畳
と
の
罪
悪
煮
識
の
比
重

が
異
な
る
と
す
る
も
蒔
代
的
背
景
が
そ

の
両
藩

の
心

の
底

に
あ

つ

た
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
べ
く
も
な
い
の

で
あ
る
。
今

そ
の
論
は
ま

ち
ま
ち
で
あ
る
と
す

る
も
浄
土
教
が
凡
夫
陣
の
蒙
教

で
あ
る
と

一

つ
の
定
蕪
、を
打
立
て
た
の
は
と
り
も
な
を
さ
ず
法
然

の
思
考
瞠
が

大
き
な
意
義
を
有
す

る
こ
と
は
云
う
ま

で
も
な
い
。
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