
法
事

讃

を
通

し
て

見
た

る
善
導

大
師
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小

西

存

詰

脚

は

し

が

き

私

は
こ

・
に
法
事
讃
ε
い
ふ
も
の
を
逋
し
て
、
し
ば
ら
く
善
導
大
師
の
面
影
を
偲
ん
で
み
よ
ふ
ーこ
思
ふ
。

併
し
さ
う
す

る
に
は
先
だ
つ
て
ま
つ
法
事
讃

-こ
い
ふ
も
の
に
就
い
て
、

そ
の
大
體
を
解
詭
し
て
置
く
必
要
が
あ

る
、こ
思
ふ
。
所
詮
自
分
は

法
事
讃
-こ
い
ふ
も
の
が
瞭
つ
き
り
ε
互
ひ
に
理
解
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
自
然
に
そ
こ
に
今
い
ふ
樣
な
大
師
の
面
影
も
浮
ん
で
く
る
譯
で
、
己

下
さ
ふ
し
た
心
も
ち
で
法
事
讃
の

一
斑
を
解
詭
し
て
み
や
う
ご
思
ふ
。

二

法

事

讃

の

性

質

法
事
讃
は

ご
言
に
し
て

い
ふ
ーこ
、
阿
彌
陀
經

の
轉
讀
ε
い
ふ
こ
ーこ
を
中
心
に
し
て
組
み
た
て
ら
れ
て
ゐ
る
淨
土
門

の

一
つ
の
行
法
で
、そ
の

作
法
を
書
き
表
は
し
た
も
の
が

上
下
兩
卷
あ
る
。具
さ
に
「
轉
經

行
道
願
往
生
淨
土
法
事
讃
」
・こ
い
ひ
、
略
し
て
た

璽
法
事
讃

-こ
云

つ
て
ゐ
る
。

作
者
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
善
導
大
師
で
あ
る
。

い

つ
た
い
善
導
大
師
の
著
作
は
今
日
す
で
に
散
逸
し
た
も
の
も
有
り
、

叉
現
に

傳
つ
て
ゐ
る
も
の

・
中
に
も
眞
僞
未
决
の
も
の
も
有
る
が

N
般

に
ま

つ
確
か
な
も
の
ε
し
て
は
、
謂
は
ゆ
る
五
部
九
卷
で
あ
る
。



1
氏

觀

經

疏

四

卷
-

二

觀

念

法

門

↓

卷

五

部
i

三

殷

舟

讃

叫

卷

-
九

卷

四

法

事

讃

二

卷

…
五

往

生

禮

讃

嚇

卷

ー

五
部
九
卷
は
通
常
こ
れ
を

二
つ
に
分
け
る
。

吋
つ
は
立
義
分
で
初

の
觀
經
の
疏
四
卷
が
そ
れ
で
あ
る
。
此
の
中
に
凡
入
報
土
の
大
義
を
始

め
、
往
生
の
行
業
こ
し
て
の
五
種
正
行
ε
い
ふ
も
の
が

明
か
さ
れ
て
あ
る
。
謂
は
ゆ
る
讀
誦

、
觀
察
、
禮
拜
、
稱
名
,
讃
歎
供
養

の
五
つ
が

そ
れ
で
、
其

の
中
、
前
三
後

「
の
四
種
は
助
業
、
第
四
の
稱
名

止
行
は
正
定
業
で
有

る
ーこ
い
ふ
こ
・こ
は
改
め
て
言

ふ
を
要
し
な
い
。

今

ひ
ご
つ
は
行
儀
分
で
、
是
は
次
の
觀
念
法
門
已
下
の
四
部
五
卷
が
そ
れ
で
有
る
。
此
等
四
部
の
中
に
は
前
に
擧

げ
た
四
種
の
助
業
を
以

つ
て
、
正
定
業
を
助
成
す
る
實
際
の
行
軌
が
明
か
さ
れ
て
ゐ
る
が
,
中
に
於
て
今
こ
の
法
事
讃

は
記
主
上
人
の
料
簡

に
よ
る
・こ
,

讀
誦

正
行

の
そ

れ
を
明
か
し
た
も
の
だ
ε
云
ふ
こ
ご
に
爲

つ
て
あ

る
。

尤
も
上
人
の
こ
の
料
簡
は
,
四
部
封
望
し
た
上
に

叫
往
か
ぐ
酖
騒
を
せ
ら
れ
た
ま
で

璽
、

嚴
密
に
い

へ
ば
法
事
讃

は
た

窒
單
に
讀
誦
正
行

の
行
軌
の
み
が
明
か
さ
れ
て
ゐ
る
・こ
い
ふ
譯
で
は
な
い
。

そ
の
中
に
は
禮
拜
の
そ
れ
も
有
れ
ば
讃
嘆
の
そ
れ
も
あ
り

、
ま
た
供
養
の
そ
れ
も

有
る
。
け
れ
さ
も
何
ん
・こ
云
つ
て
も

讀
誦
の
行
が
そ
の
中
心
,こ
な
つ
て
ゐ
る
事
は

N
見
明
瞭
で
、
叉
そ
の
意
持
か
ら
い

へ
ば
、
讃
嘆
ε
い
ふ

こ
ミ
が
總
て
の
行
法
の
基
調

・こ
な

つ
て
ゐ
る
。

つ
ま
り
法
事
讃
は
、
讀
誦
の
行
に
よ
つ
て
極
樂

の
二
報
莊
嚴
を
讃
美

す
る
ε
い
ふ
こ
ご
が
そ

の
主
眼
で
、
言
換

へ
れ
ば
こ
の
行
法
の
王
體
は
轉
經

こ
い
ふ
こ
ご
に
在
る
。

轉
經
・こ
は
詳
し
く
い

へ
ば

彌
陀
經
を
轉

す
る
の
義
で
、
言
ふ
こ

・
ろ

は
、
た
.・
單
に
經
文
を
讀
誦

す
る
く」
い
ふ
意
味
で
は
な
い
。

經
文
を
諷
詠
し
讃
語
を
唱
和
し
て
佛
事
を
僞
す
こ

,こ
で
,
謂
は
ゆ
る
詠
經

で
あ

る
。
行
道
は
.})
ノ
そ
の
詠
經
に
附
隨

し
た
行
法
の

嚇
つ
を
墨
げ
た
ま
で

璽
、
其
等
を
總
稱
し
て
法
事
ε
い
ふ
。

法
事
の
精
紳
は
願
往
生
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淨
土

に
あ
る
。
仍
て
題
し
て
轆
經
行
道
願
往
生
淨
土
法
事
讃
、こ
い
つ
て
あ
る
。

三

法

事

讃

と

阿

彌

陀

經

法
事
讃
は
上
述
の
如
く
、

彌
陀
經
の
轉
讀
ε
い
ふ
こ
ε
を
主
眼
Σ
し
た
行
法
で
あ
る
が
、
何
ゆ
へ
大
師
が
本
讃
に
於
い
て
、
三
經
中
特
に

こ
の
經
を
選
ま
れ
た
か
ε
云
ふ
こ
ε
に
就
て
は
、
別
に
大
師
に
於
い
て
は
つ
き
り
ε

そ
の
理
由
を
邇
べ
て
ゐ
ら
れ
る
所
こ
て
は
無
い
。

け
れ
.こ
も
大
師
が

一
生
こ
の
經
を
も

つ
て
、

そ
の
行
本
ε
し
て
ゐ
ら
れ
た
こ
ε
は
事
實
で
あ

る
。

さ
れ
ば
彼
の
揩
定
の
疏
を
撰
邇
せ
ら
る

・
や
日
別
に

「
阿
彌
陀
經
を
誦
す
る
こ
弖

二
偏
」

-こ
あ
り
、
叉
そ
の
脱
本
の
時
も

「
肩
別
に
阿
陀
彌
經
を
誦
す
る
こ

ε
十
偏
」

ε
云
ひ
、
叉

た
人

を
勸
め
て
は

或
は
願
じ
て
阿
彌
陀
經
を
誦
す
る
こ
ご
十
萬
偏
を
滿
せ
よ
日
別
に
十
五
偏
な
れ
ば
、
二
年
に

}
萬
を
得
、

日
別
に
三
十
褊
な
れ
ば

吋
年

に

一
萬

な
り
。
或
は
誦
す
る
こ
ε
四
十
五
十
百
偏
已
上

の
者
、
願
じ
て
+
萬
循
を
滿
ぜ
よ
。

等

ざ
云
つ
て
、
切
り
に
こ
の
經
の
持
誦
を
勸
め
て
ゐ
ら
れ
る
。

爾
か
の
み
な
ら
す
傳
詑

に
よ
れ
ば
、
大
師
が
そ
の
信
施
を
將

つ
て
こ
の
經
を

書
寫

せ
ら
れ
た
f
)
"/1は
實
に
數
萬
卷
に
及
ん
だ
ざ
云
ひ
、
現
に
先
年
そ
の
願
經
の
斷
片
が
新
彊
の
地
方
か
ら
發
見
さ
れ
て
ゐ
る
。

全
髑
何
ゆ

へ
に
大
師
が
斯
く
も
こ
の
經
を
奪
崇
さ
れ
た
の
で
有
ら
ふ
か
。

蓋
し

想
ふ
に
阿
彌
陀
經
は
、

そ
の
分
量
か
ら
い
つ
て
極
め
て
短
篤
な
經
典
で
、

い
わ
ゆ
る

「
小
經
」
で
あ
り

「
小
本
」

で
あ
る
。
現
に
大

師
も
觀

念
法
門
の
中
に
こ
の
經
を
呼
ん
で
「
四
紙
經
」
ε
云
つ
て
ゐ
ら
れ
る
。

尤
も
南
山

の
大
唐
内
典
録
を
見
る
、こ
、
羅
什
の
譯
本
は
五
紙
求

那
跛
陀
羅
の
翻
譯
は
四
紙
、

玄
弉
の
そ
れ
は
十
紙
ご
云
つ
て
あ
る
が
、

兎
も
角
そ
の
淨
土
三
部
經
の
中
に
於

て

「
番
小
部
な
も
の
で
有
る
こ

S
は
事
實
で
、
從
て
實
際
の
行
持
・こ
い
ふ
上
か
ら
見
て
非
常
に
便
利
で
あ

つ
た
ε
云
ふ
こ
ε
が

ま
つ
第

吋
の
理
由

で
有
つ
た
ε
思
は
れ
る
。

第
二
に
は
、
そ
の
内
容
が
簡
箪
に
頗

る
要
を
得
て
ゐ
た
ε
云
ふ
こ
ε
で
あ
る
。

ε
云
ふ
は
、
こ
の
經
ま
つ
初
に
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(
『
)

極
樂
の
方
處
を
出
し

(
ニ
ソ

依
正
二
報
の
名
義
を
辨
じ

(三
)

往
生
人
の
得
盆
を
詭
き

(
四

)

そ
の
行
因
を
逑
べ
て

一
B
七
日
の
執
持
名
號
を
出
し

(
κ
)

六
方
諸
佛
の
證
誠
を
舉
げ
て

(六
)

發
願

々
生
が
勸
め
て
あ

る
。

乃
ち
こ
う
し
た
點
が
我
れ
く

の
欣
求
の
信
を
勸
む
る
上
に
、
非
常
に
都
合
が
好
か
つ
た
こ
、丶こ

察
せ
ら
れ
る
。

こ
れ
第
二
の
理
由
で
あ
ら

ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
三
に
は
、
こ
の
經
す
こ
ぶ
る
小
編
で
は
有
る
が

そ
の
全
體
を
逋
じ
て
能
く
三
佛
の
大
慈
悲
が
窺
か
は
れ
、
殊
に
そ
の
謂
は
ゆ
る
無
間
自

詭
の
經
諡
な
る
に
於
て
、
後
世
淨
土
門
の
内
に
は
、

飛

蘿

の
結
響

さ
へ
立
論
す
る
者

(鑛

噸
剿
5

が
有
る
に
至
つ
た
。
さ
れ
ば
宗

々
そ
れ
ム
丶
依
用
の
經
典
が
有
る
が
、

心
經
ε
こ
の
彌
陀
經

ε
は
現
に
我
國
な
,ご
で
各
宗
共
逋
の
聖
典
ε
さ
れ
て
ゐ
る
。
勿
論
大
師
に
於
て

瞭

つ
き

り
マ」
然
う
し
た
明
言
は
無
か
つ
た
に
し
て
も
、
そ
の
心
持
だ
け
は
確
か
に
在

つ
た
で
あ
ら
ふ
Σ
思
は
れ
る
。
否

な
覲
に
今
の
讃

文
の

内
に
髣
髴
ε
し
て
爾
う
し
九
お
詞
が
見

へ
て
ゐ
る
。
こ
れ
其
の
第
三
の
理
由
で
あ
る
。

要
す

る
に
阿
彌
陀
經
は
、

形
式
内
容
共
に
實
際
の
行
持
さ
い
ふ
上
か
ら
見
て
淨
土
門

依
憑
の
經
典
中
、

こ
れ
位
ひ
ま

ご
ま
つ
た
そ
れ
は
無

か
つ
た

譯
で
や
が

て
大
師
が
自
他
ご
も
に
そ
の
持
誦
を
勸
め
、
叉
こ
の
法
事
讃
に
於
て

特
に
讃
逋
を
し
て
ゐ
ら
れ
る
所
以
で
あ

る
。

三

内

容

の

組

織

法
事
讃
の
内
容
、
組
織
に

つ
い
て
は
前
々
來
の
詭
明
よ
り
し
て

略
ぽ
想
像
が
さ
れ
得
る
㍗、u
、、』く
、
大
體
か
ら
言
つ
て
先
づ
三
つ
の
大
き
な

部
分
に
分
け
る
こ
S
が
出
來
る
。
帥
ち
前
行
分
、
轉
經
分
、
後
行
分
が
そ
れ
で
有
る
。

(
口
)

前

行

分

是
れ

は
劇
な
さ
で
い
ふ
マ」序
幕
ざ
い
つ
た
部
分
で
、

即
ち
こ
の
行
法
の
序
分
で
あ
る
。

こ
の
中
ま
た
五
段
に
分
れ
る
が
、
所
詮
は
吹
の
轉
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經
分
を
惹
き
を
こ
す
前
提
に
外
な
ら
ぬ
。

叫

「
先
請
二護
法
衆
こ

初
の

「
奉
請
四
天
王
」
以
下
、

八
句
の
傷
頌
か
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
中
、
四
天
王

Σ
獅
子
王
ε
が
奉
詰
さ

れ
て
ゐ

る
。
四
天
玉
は
護
法
の
善
紳

で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
奉
請
す
る
ε
い
ふ
こ
ε
は
勿
論

不
思
議
は
な
い
が
、
獅
子
を
同
樣
、
護
法
衆
こ

し
て
奉
請
す
る
こ
い
ふ
こ
ε
は

}
見
頗
る
奇
怪
な
こ
ざ
の
樣
に
考

へ
ら
れ
る
。
そ

れ
に
就
い
て
い
ろ
く

解
釋
が
無

い
で
も
な
い
が
、
要
す

る
に
獅

子
は
謂
は
ゆ
る
百
獸
の
王
で
、
辨
正
論
な
さ
に
よ
れ
ば
獅
子
に
も
復
た
護
法
の
力
が
有
る
ε
云
は
れ
て
ゐ
る
・

夫
れ
に
し
て
も
今
こ
の
行
法
の
劈
頭
、
何
故
そ
れ
ら
の
護
法
衆
を
奉
請
す
る
か
く」云
ふ
に
、
蓋
し
そ
れ
は
溢
瘍
の
周
圍
に
結

界
を
施
し
警

護
を
爲

さ
ん
が
爲
め
で
、
帥
ち
こ
の

叫
段
は
密
教

で
い
ふ
道
瘍
結
界
ご
い
ふ
こ
ーこ
に
相
當
し
て
ゐ
る
。
尤
も
本
宗
で
も
別
時
法
要
の
初
に
方

り
、
通
例
四
方
洒
水
ε
い
ふ
こ
ご
を
行
す
る
が
復
九
同
樣
の
心
か
ら
來

て
ゐ

る
。

二

「
訳
叙
行
法
大
意
」

次
の

「
序
日
」
以
下
の
文
が
そ
れ
で
、

師
ち
已
F
行
ぜ
ん
、こ
す
る
行
法
の
趣
旨
を
述

べ
ら
れ
た

回
段
で
あ

る
。
是

は
普
逋
に
い

へ
ば

「
表
白
」

-こ
い
ふ
も
の
に
相
當
す
る
の
で
有
る
が
、
然
し
普
通
に
い
ふ
表
白
は
そ
の
修
せ
ん
,こ
す
る
法
會
の
趣
意

を
、
本
尊
な
ら
び
に
大
衆
に
む
か
つ
て
啓
白
す
る
の
が
邁
例
で
あ
る
。

所
が
今
の
は
そ
れ
ε
は
少
し
く
趣
を
異
に
し
て

ゐ
る
。

つ
ま
り
是
の

一
段
は
、
大
師
が
行
法
の
最
初
に
あ
た
り
そ
の
會
衆
を
し
て
、
豫
め
法
會
の
趣
旨
を
了
知
し
置

か
し
め
ん
が
た
め
特
に
設
け
ら
れ
た
夫
れ
で

嚴
密
に
は
、
固
よ
り
表
白
、こ
稱
す
べ
き
も
の
で
は
な

い
が
、
矢

つ
張
り
ま
た
表
白
の

　
種
で
あ
る
マ」
見
る
こ
ご
が
出
來

る
。

從
つ
て
其
を
行

法
中

へ
攝
し
て
、
讀
む
讀
ま
ぬ
は
古
來
隨
意
ご
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
併
し
大
師
が
護
法
衆
を
奉
講
す
る
次
に
こ
の

}
段
だ
置
い
て
ゐ
ら
れ
る
所

か
ら
見
れ
ば
復

た
讀
む
の
が
至
當
だ

ε
考

へ
ら
る
。

ご
、

「
訳
奉
請
三
寳
」

巳
上
ま
つ
道
殤
を
結
界
し
行
法
の
大
意
を
逑
し
て
,
既
に
萬
般
の
設
備
が
整
つ
た
か
ら
、

次
に
正
し
く
三
寳

を
奉
講

す
る
の

剛
段
に
な
る
。

,

こ
の
中
ま
た
兩
段
あ
つ
て
、
初
に
先
づ
偈
頌
を
以
て
略
し
て
三
寳
を
召
請
し
、
次

に
ま
た
長
行
を
も
つ
て
重
ね
て
廣
く
三
寳
が
請
讃
し
て
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あ
る
。
是
は

一
見
重
復
し
た
樣
に
も
見
へ
る
が
、
經
論
中
に
は
厦
々
出
つ
る
重
頌

こ
い

つ
た
形
式
で
帥
ち
慇
懃
の
貌

で
あ
る
。

叉
た
長
行
、
廣
く
三
寳
を
奉
請
す
る
中
、
別
し
て
竭
文
を
以
て
觀
音
菩
薩
を
讃
嘆
し
て
あ
る
こ
ε
は
、
私
記
の
解

釋
に
よ
れ
ば
、
觀
音
は

彌
陀
右
脇
の
侍
士
で
極
樂
の
上
首
の
菩
薩
に
在
し
ま
す
か
ら
だ
ぐ」
云
つ
て
あ
る
。

つ
ま
り
菩
薩
の
代
表

ε
し
て
請
讃

を
せ
ら
れ
た
も
の
だ
ε

見
れ
ば

そ
れ
で
よ
い
。

術
ほ
叉
、
こ
の
奉
請

の

一
段
、
單
に
奉
請

.こ
は
云
ふ
が
自
然
に
そ
の
内
に
は
、

敬
禮
、
讃
嘆
、
供
養
等
の
行
法
が

附
隨
し
て
明
か
さ
れ
て

ゐ
る
。
是
は
わ
れ
/
丶
が
客
を
講
待
す
る
時
の
r
)
"/Jな
,ご
を
考

へ
て
見
れ
ば
自
つ
か
ら
了
解
が
出
來

る
譯
で
あ

る
。

四

「
次
明
行
道
」

上
に
奉
請
し
た
三
寳
に
對
し
て
行
道
を
行
ふ
の

N
段
で
あ
る
。
だ
い
く

行
道
は
、
本

、こ
印
度
の
貴
人
に
對
す

る
禮
法

で
帥
ち
敬
慕
の
意
味
か
ら
起

つ
た
そ
れ
で
あ
る
。

西
域
記
に
よ
れ
ば
、
印
度

で
は
禮
後
行
道
を
す
る
ご
い
ふ
こ
ε
が
、

歸
敬
の
至
だ

ε
さ
れ
て
ゐ
ゐ
ε
云
ふ
こ
ε
で
あ
る
。
今
こ
の
七
周
行
道
も
無
論
さ
ふ
し
た
心
心
ち
か
ら
來
て
ゐ
る
こ
ご
は

言
ふ
ま

で
も
な
い
が
、
そ
の
間

ま
た
讃

文
を
以
て
佛
恩
の
廣
大
な
る
こ
ε
を
慚
謝
し
、
悲
喜
こ
も
ム
丶
次
の
轉

經
を
引
起
す
前
堤
を
な
し
て
ゐ
る
。

五

「
次
明
懺
悔
」
、

前
段
、
佛
恩
の
廣
大
な

る
を
慚
謝
し
、
顧
み
て
己
が
長
時
流
浪
の
苦
を
想
ふ
に
つ
け
、

こ
の
懺
悔
の

N
段
が
來

た
の
で

あ
る
。
こ
の
下
ま
つ
總
じ
て
六
障
を
懺
悔
し
、
更

に
觀
佛
三
昧
經
を
引
い
て
地
獄
の
苦
相
等
が
煩

は
し
い
迄

に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。

併
し
實
を
言
ふ
ミ
こ
の
懺
悔
の

一
段
は
、

全
體
の
行
法
の
連
絡
か
ら
觀
て
次
の
後
懺
悔

へ
合
併
し
て
も
可
い
譯
で
あ

る
。

然
る
に
今
ま
大

師
が
特
に

之
を
茲
に
別
開
せ
ら
れ
た
所
以
は
、
次
に
明
か
す
欣
求
の
境
に
對
し
厭
離
の
そ
れ
を
對
比
せ
し
め
ん
が
爲

で
有
つ
た
ミ
思
は
れ
る

こ
れ
大

師
が
こ
の
懺
悔
の

舛
段

に
,
そ
の
罪
體

よ
り
は
果
相
に
重
を
置
い
て
逋
べ
て
ゐ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

(
11)

韓

經

分

是
は
こ
の
行
法
の
主
體
、こ
な
る
べ
き
部
分
で
一20
ち
正
宗
分
で
あ
る
。
こ
の
中
、
彌
陀
經
を
十
七
段
に
分
け
、
段

々
讃

文
を
附
し
て
極
樂
の
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二
報
莊
嚴
が
讃
美
し
て
あ

る
。
其

の
こ

・
ろ
蓋
し
我
れ
く

の
厭
欣
の
信
を
勸
め
ん
が
た
め
で
有

つ
た
こ
ε
は
、
最
初

の
序
分
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

但
し
以
れ
ば
、
如
來
の
善
巧
、

總
じ
て
四
生
を
勸
む
る
に
、
此
の
娑
婆
を
棄
て

・
極
樂
に
生
ぜ
ん
こ

ご
を
忻
ひ
、

專
ち
名
號
を
稱
し
兼
ね

へ

で

も

ヘ

ヘ

ヵ

ぬ

ヘ

へ

む

　

む

む

　

む

む

む

　

む

む

む

む

む

て
彌

陀
經
を
誦
せ
し
め
給

ふ
。
.彼
の
莊
嚴
を
識
り
斯
の
苦
事
を
厭
ひ
、

三
因
五
念
畢
命
を
期
ご
爲
し
、

正
助
四
修
刹
那
も
聞
な
か
ら
し
め

'
ん
ε
欲
す
れ
ば
な
り
。

く旨
云
つ
て
あ

る
邊
か
ら
觀
て
も
明
ら
か
で
あ

る
。

所
が
彌
陀
經
は
前
に
も
述
べ
た
様
に
、
わ
れ
く

の
欣
求
の
心
を
勸
む
る
上
に
は
誠
に
恰
好
な
經
で
あ
る
が
、
他
面
ま
た
厭
離
の
心
を
張

調
す
る
に
は
何
ε
い
つ
て
も
物
足
り

な
い
所
が
あ

る
。

こ
れ
大
師
が
懺
悔
の

　
段
を
前
後
に
分
け
て
、
前
段
特
に
地
獄
の
苦
相
を
詳
詭
せ
ら

れ
た
所
以
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。(三

〕

後

行

分

先
の
前
行
分
、
轉
經
分
を
序
論

、
本
論

ε
で
も
稱
す
れ
ば
、
こ
の

一
段
は
恰
度
結
論
に
相
當
す
る
部
分
で
、
帥
ち

こ
の
法
事
讃
の

「
む
す

び
」

で
あ
る
。
こ
の
中
ま
た
五
段
あ
る
。

「

「
後

懺

悔
」

こ
の
下
、
別
し
て
身
三
口
四
意
三
の
+
悪
を
舉
け
て
、

N
々
そ
れ
か
鄭
重
に
懺
悔
し
て
あ
る
。
是
は
蓋
し

叫
つ

の
懺
悔

を
總
別
に
分
け
て
轉
經
を
そ
の
中
聞
に
挾
み
、

厭
離
、こ
欣
求
、こ
表
裏
あ
ひ
應

じ
て
、

次
の
發
願
々
生
を
引
き

起
こ
す
意
趣
に
外
な
ら

な
か
つ
た
、こ
考

へ
ら
れ
る
。

二

「
後

行

逍
」

行
道
は
上
逋
の
如
く

歸
敬
の
表

示
で
あ
る
が
、
辱

こ
の
後
行
道
は
、
最
初
に
奉
請
し
た
諸
佛
世
奪
が
正
さ
に
法

事
も
終
を
告
げ
て
、
是
か
ら
本
國

へ
還
歸
し
給
は
ん
こ
す
る
に
際
し
最
後
の
歸
敬

を
表

す
る
の

一
段
で
あ
る
。

世
間

の
風
儀
で
い

へ
ば
、
客

の
訣
れ
に
際
し
て
幾
度
か
名
殘
を
惜
む
ご
い
つ
た
貌

で
あ
る
。

こ
の
間
ま
た
自
つ
か
ら
往
生
を
願
求
す
る
の
心
が
表
白
さ
れ
て
ゐ
る
。

111

r
嘩
佛
呪
願
し

是

は
旦
常
の
勤
行
法
で
い
へ
ば

「
願
以
此
功
徳
、

不
等

施

N
切
」

ε
い
ふ
總
回
向
の
文
に
相
當
す
る

嚇
段
で
、

一136-一



帥
ち
上
來
所
修
の
功
徳
を
、
法
會
の
施
韭
,
同
行
の
諸
人
、
並
に

N
切
の
有
情
に
回
向
す

る
そ
れ
で
有
る
。
文
見
易
し
。

四

「
七

禮

敬
」

逋
例
、
勤
行
の
最
後
に
在

つ
て
は
佛
法
信
の
三
寳
を
拜
し
て
、

「
三
拜
」
ま
た
は

「
三

歸
禮
」

ミ
い
ふ
こ
S
を

行

ふ
が

、
今
こ
の
法
事
讃
で
は
、
所
請
の
賢
聖
が

七
奪
あ
る
か
ら
七
禮
敬
を
用
ひ
て
あ
る
。

上
の
行
道
の
時
に
七
周
を
用
ひ
た
の
も
復
た
こ

の
意
か
ら
で
あ
る
Q

五

「
隨

意
」

法
會
の
最
後
、
蓮
心
を
以
て
經
を
三
處
に
途
り
、
合
法
久
住
、
利
樂
有
情
を
希
念
す
る

一
段
で
あ
胤
。
謂
は
ゆ

る
三
處

ε
は

↓
に
麼
尼
寳
殿
、
是
は
天
上
界
の
法
藏
で
あ
る
。

二
に
龍
宮
大
蔵
、
是
は
龍
族
護
持
の
そ
れ
で
あ
る
。

三
に
西
方
石
窟
、
是
は

人
中
の

そ
れ
で
あ
る
。
彼
の
燉
熄
地
方
か
ら
發
掘
さ
れ
た
大
師
書
寫
の
彌
陀
經
も
、
或
は
斯
う
し
た
動
機
よ
り
し
て
大
師
が
し
親
く
邊
經
を

せ
ら
れ

た
も
の
で
有
る
か
も
知
れ
な
い
。

三

む

す

び

已
上
略
し
て
法
事
讃

の
内
容
組
織
に

つ
い
て

凶
言
し
た
が
、
要
す
る
に
法
事
讃
は
そ
の
形
式
上
か
ら
い

へ
ば
、
全
く
天
台

の
法
華
三
昧
の

行
法
か
ら
來
て
ゐ
る
こ
ε
は
明
ら
か
で
、
更
に
そ
の
法
華
三
昧

は
溯
つ
て
い
へ
ば
普
腎
觀
經
等
の
五
悔
の
法
か
ら
來

て
ゐ
る
こ
ε
は
言
ふ
迄

も
な
い
。
兎
に
角
淨
土
門
に
於
て
は
、
こ
の
法
事
讃
ぐ
ら
ひ
整
足
し
た
行
法
は
無

い
譯
で
、

後
世
起
つ
た
淨
土
門
の
法
式
は
我

々
の
日
常
の

勤
行
式

を
始

め
大
底
み
な

こ
の
法
事
讃
か
そ
の
本
に
成

つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
そ
の
内
容
で
あ

る
が
、
是
は
前
述
の
如
く
可
な
り
復
雜
な
組

織
に
な

つ
て
ゐ
る
。
け
れ
さ
も
大
體
か
ら

い
へ
ば
次
の
如
く
五
悔
の
法
に
な

る
。

法
事
讃

ー

(

叫
)

ー

(
二

)

-
Cl�;>

前

行

分

轉

經

分

後

行

分
i

(
一
)

一i

(
二
)

-

(
1　1)

ー

(
四
)

Ji

(
五
)

敬懺轉發回

禮悔經願向

中
に
於
て
前
行
分
の
所
詮
は
决
局
厭
離
穢
土
で
あ
り
後
行
分
の
所
詮
は
欣
求
淨
土
で
あ
り
。
そ
の
厭
離
の
心
を
欣
求
の
そ
れ
に
轉
ぜ
し
む
る

も
の
は
中
間
の
轉
經
に
在
る
の
で
、
約
言
す
れ
ば
法
事
讃

叫
部
の
精
紳
は
全
く
厭
欣
の
心
を
勸
む
る
事
に
在
つ
た
ε
云
へ
る
。
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