
日
蓮
教
学
に
お
け
る
罪
と
救
い

原

愼

定

は
じ
め
に

人
間
と
は
何
か
、
自
己
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
永
遠
の
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
宗
教
に
お
い
て

根
源
的
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
ろ
う
。
宗
教
の
世
界
を
主
体
的
に
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
な
ん
ら
か
の
意
味

で
人
間
を
相
対
化
す
る
視
点
が
想
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
人
間
の
実
存
が
照
ら
し
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
概
ね
人
間
存

在
の
有
限
性
、
も
し
く
は
卑
小
な
る
存
在
と
し
て
の
自
己
認
識
、
あ
る
い
は
汚
濁
に
染
ま
り
穢
れ
た
存
在
と
し
て
の
自
己
省
察
な
ど
が

求
め
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
実
存
的
認
識
に
立
脚
し
て
、
人
間
の
あ
る
べ
き
姿
を
探
求
す
る
の
が
宗
教
の
基
本
構
造
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。

鎌
倉
新
仏
教
の
代
表
的
祖
師
の
う
ち
、
親
鸞
聖
人
は
人
間
を
煩
悩
愚
縛
の
凡
夫
と
し
て
捉
え
、
道
元
禅
師
は
人
間
を
無
常
の
存
在
と

規
定
す
る
。
そ
う
し
た
認
識
を
踏
ま
え
て
、
親
鸞
聖
人
は
阿
弥
陀
仏
へ
の
絶
対
帰
依

「
信
」
を
強
調
し
、
道
元
禅
師
は
只
管
打
坐

に
よ
る
「
永
遠
の
今
」
の
体
現
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
法
華
経
至
上
主
義
に
立
脚
し
、「
妙
法
五
字
」
の
題
目
に
よ
る
一
切
衆
生
の
救
済
を
力
説
し
た
日
蓮
聖
人
は
、
人
間
存

在
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
蓮
聖
人
は
法
華
経
を
「
明
鏡
」
と
し
て
受
け
と
め
、
自
己
お
よ
び
歴
史
的
現
実
を
照
射
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し
た
が
、
そ
の
と
き
末
法
の
時
代
社
会
に
生
き
る
す
べ
て
の
人
間
存
在
は
「
謗
法
」
と
い
う
罪
の
状
態
に
あ
る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て

日
蓮
聖
人
は
「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
不
惜
身
命
の
弘
経
活
動
に
よ
っ
て
、「
謗
法
」
の
罪
が
自
己
と
他
者
と
に
共
通
す
る
宗
教

的
課
題
で
あ
る
こ
と
を
深
く
認
識
し
、
法
華
経
に
よ
る
救
い
の
あ
り
方
を
真
摯
に
求
め
続
け
て
い
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
ま
ず
日
蓮
聖
人
の
謗
法
観
を
概
観
し
、
後
半
で
は
法
華
経
の
教
理
と
救
い
の
構
造
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
蓮
教
学
に
お
け
る
罪
と
救
い
の
特
質
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
日
蓮
聖
人
の
謗
法
観

1
、「
謗
法
」
の
概
念
規
定

「
謗
法
」
と
い
う
用
語
は
日
蓮
聖
人
の
遺
文
中
に
随
所
に
見
ら
れ
、
他
宗
批
判
の
文
脈
中
に
多
く
用
い
ら
れ
る
た
め
に
、
排
他
的
・

独
善
的
な
印
象
を
与
え
る
側
面
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
日
蓮
聖
人
は
、
自
分
は
正
し
く
他
者
は
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
単
純

な
論
理
で
自
己
主
張
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
「
謗
法
」
と
は
「
誹
謗
正
法
」
の
略
で
あ
る
が
、
日
蓮
聖
人
は
い
か
な
る
意
図
を
も
っ
て
こ
の
語
を
多
用
し
た
の
か
と
問

う
と
き
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
謗
法
」
を
末
法
衆
生
に
共
通
す
る
宗
教
的
罪
と
し
て
問
題
提
起
し
て
い
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

で
は
、「
謗
法
」
と
は
何
を
指
す
の
か
、
日
蓮
聖
人
は
『
顕
謗
法
鈔
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
概
念
規
定
し
て
い
る
。

謗
法
の
相
貌
如
何
。
答テ

云ク

、
天
台
智
者
大
師
の
梵
網
経
の
疏ニ

云ク

謗ト
ハ

者
背
也
等ト
云
云
。
法
に
背ク

が
謗
法
に
て
は
あ
る
か
。
天
親
の

仏
性
論ニ

云ク

若
憎
背
等ト
云
云
。
こ
の
文
の
心
は
正
法
を
人
に
捨
さ
す
る
が
謗
法
に
て
あ
る
な
り
。（
定
遺(1)二
五
六
頁
）

す
な
わ
ち
「
謗
法
」
と
は
、
一
つ
に
は
正
法
に
背
く
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
「
正
法
」
と
は
、
法
華
経
に
開

顕
さ
れ
た
教
主
釈
尊
の
御
心
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
間
存
在
を
平
等
に
仏
と
同
じ
悟
り
の
世
界
に
導
こ
う
と
す
る
大
慈
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悲
心
で
あ
り
、
そ
う
し
た
仏
の
御
心
に
背
を
向
け
る
こ
と
が
「
謗
法
」
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
他
者
を
惑
わ
し
て
正

法
を
捨
て
さ
せ
る
こ
と
が
そ
れ
に
当
た
る
と
さ
れ
、
法
華
経
信
仰
の
志
を
捨
て
さ
せ
た
り
、
退
転
さ
せ
る
こ
と
も
「
謗
法
」
と
規
定
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2
、
自
他
と
も
に
気
づ
か
な
い
罪

次
に
「
謗
法
」
の
特
質
と
し
て
注
目
で
き
る
こ
と
と
し
て
、「
謗
法
」
と
は
自
他
と
も
に
気
づ
か
な
い
罪
で
あ
る
と
さ
れ
る
点
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
『
災
難
対
治
鈔
』
に
は
、

謗
法ノ

者ハ

自
他
共ニ

不
飲知
壱子
細ヲ

一。
故ニ

成シ

壱テ

重
罪ヲ

一破シ

飲国ヲ

破ス

壱ル

仏
法ヲ

一也
。（
定
遺
一
六
七
頁
）

と
説
か
れ
、「
謗
法
」
に
陥
る
と
自
他
と
も
に
そ
の
罪
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
罪
を
増
幅
し
て
国
を
破

り
仏
法
を
破
壊
す
る
事
態
に
な
り
う
る
こ
と
を
警
告
し
て
い
る
。

ま
た
『
妙
心
尼
御
前
御
返
事
』
で
は
、
日
本
国
中
の
人
々
が
謗
法
に
侵
さ
れ
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

今
の
日
本
国
の
人
々
は
一
人
も
な
く
極
大
重
病
あ
り
、
所
謂
大
謗
法
の
重
病
也
。
今
の
禅
宗
・
念
仏
宗
・
律
宗
・
真
言
師
也
。
こ

れ
ら
は
あ
ま
り
に
病
お
も
き
ゆ
へ
に
、
我
身
に
も
を
ぼ
へ
ず
人
も
し
ら
ぬ
病
也
。（
定
遺
一
一
〇
三
頁
）

す
な
わ
ち
、「
謗
法
」
は
自
覚
症
状
の
な
い
病
に
喩
え
ら
れ
て
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
恐
ろ
し
い
罪
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
妙
法
比
丘
尼
御
返
事
』
で
は
、
謗
法
の
罪
が
「
落
と
し
穴
」
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。

十
二
・
十
六
の
年
よ
り
三
十
二
に
至ル

ま
で
二
十
余
年
が
間
、
鎌
倉
・
京
・
叡
山
・
園
城
寺
・
高
野
・
天
王
寺
等
の
国
々
寺
々
あ
ら

あ
ら
習ヒ

回
り
候
し
程
に
、
一
の
不
思
議
あ
り
。
我
等
が
は
か
な
き
心
に
推す
ゐ

す
る
に
仏
法
は
唯
一
味
な
る
べ
し
。
い
づ
れ
も
い
づ
れ

も
心
に
入レ

て
習
ひ
願
は
ば
、
生
死
を
離
る
べ
し
と
こ
そ
思ヒ

て
候
に
、
仏
法
の
中
に
入リ

て
悪シ

く
習ヒ

候
ぬ
れ
ば
、
謗
法
と
申
す
大
な
る
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穴
に
堕チ

入ツ

て
、
…
…
十
悪
五
逆
の
罪
人
よ
り
も
つ
よ
く
地
獄
に
堕チ

て
、
阿
鼻
大
城
を
栖す
み
かと
し
て
永ク

地
獄
を
い
で
ぬ
事
の
候
け
る
ぞ
。

…
…
謗
法
と
申ス

罪
を
ば
、
我
も
し
ら
ず
、
人
も
失
と
も
思
は
ず
。
但
仏
法
を
な
ら
へ
ば
貴
し
と
の
み
思ヒ

て
候
程
に
、
此
人
も
又
此

人
に
し
た
が
ふ
弟
子
檀
那
等
も
、
無
間
地
獄
に
堕ツ

る
事
あ
り
。（
定
遺
一
五
五
三

一
五
五
四
頁
）

こ
こ
で
は
、
仏
法
で
あ
れ
ば
い
ず
れ
の
教
え
を
信
奉
し
て
も
迷
い
の
世
界
か
ら
出
離
で
き
る
と
す
る
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
る
が
、

実
は
そ
う
で
な
い
こ
と
を
日
蓮
聖
人
は
求
道
の
途
上
で
発
見
し
た
と
し
て
、
そ
れ
を
「
不
思
議
」
と
表
現
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自

分
で
は
正
し
い
と
思
っ
て
仏
道
修
行
を
し
て
い
て
も
、
釈
尊
の
真
意
を
見
失
っ
た
自
分
本
位
な
信
仰
や
、
恣
意
的
な
仏
法
受
容
で
は

「
謗
法
」
と
い
う
落
と
し
穴
に
陥
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
自
覚
化
で
き
な
け
れ
ば
罪
は
増
幅
し
、
堕
地
獄
の
連
鎖
が
起
こ
る
と
い
う
悲

劇
的
な
事
態
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
蓮
聖
人
は
、
仏
教
者
自
ら
が
釈
尊
の
御
心
に
背
い
て
い
る
と
は
考
え
が
及
ば
な
い
た
め
、「
謗
法
」
は
自
覚
化
さ
れ

難
い
罪
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
ま
ず
は
「
謗
法
」
の
実
態
を
問
題
提
起
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
己
反
省
を
促
す
こ
と
を
実
践
課
題
と

し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

3
、
日
本
国
全
体
に
蔓
延
し
て
い
る
「
謗
法
」
の
罪

前
述
の
よ
う
に
、
日
蓮
聖
人
は
末
法
の
日
本
国
の
人
々
が
「
謗
法
」
の
落
と
し
穴
に
陥
っ
て
い
る
と
認
識
し
、
そ
れ
を
是
正
す
る
た

め
に
批
判
精
神
を
発
揮
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、「
謗
法
」
は
国
全
体
に
蔓
延
し
て
い
る
た
め
、
も
は
や
個
人
レ
ベ
ル
で
解
消
で
き
る
罪

で
は
な
い
と
強
調
さ
れ
る
面
が
あ
る
。
遺
文
中
に
は
そ
の
こ
と
が
随
所
に
説
か
れ
て
お
り
、
代
表
的
な
表
現
を
例
示
す
る
と
次
の
通
り

で
あ
る
。

・
日
本
国
当
世
は
国
一
同
に
不
孝
謗
法
の
国
な
る
べ
し
。（『
法
門
可
被
申
様
之
事
』
定
遺
四
四
六
頁
）

・
於テ

壱ハ

末
法ニ

一者
大
小ノ

益
共ニ

無シ

飲之
。
小
乗ニ
ハ

有テ

飲教ノ
ミ

無シ

壱行
証
一。
大
乗ニ
ハ

有テ

壱教
行ノ

一ミ

冥
顕ノ

証
無シ

飲之
。
其
上
正
像
之
時
所
立ノ

権
小ノ

二
宗
漸
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漸
入テ

壱末
法ニ

一執
心
強
盛ニ
シ
テ

以テ

飲小ヲ

打チ

飲大ヲ

以テ

飲権ヲ

破リ

飲実ヲ

国
土ニ

大
体
謗
法ノ

者
充
満ス
ル

也
。（『
顕
仏
未
来
記
』
定
遺
七
四
〇
頁
）

・
法
然
が
弟
子
と
な
り
ぬ
れ
ば
、
日
本
国
一
人
も
な
く
謗
法
の
者
と
な
り
ぬ
。
譬
へ
ば
千
人
の
子
が
一
同
に
一
人
の
親
を
殺
害
せ
ば

千
人
共
に
五
逆
の
者
な
り
。
一
人
阿
鼻
に
堕チ

な
ば
余
人
堕チ

ざ
る
べ
し
や
。（『
撰
時
抄
』
定
遺
一
〇
三
二
頁
）

・
今
日
本
国
の
人
々
は
一
人
も
な
く
不
軽
軽
毀
の
如
く
、
苦
岸
・
勝
意
の
如
く
、
一
国
万
人
皆
無
間
地
獄
に
堕ツ

べ
き
人
々
ぞ
か
し
。

仏
の
涅
槃
経
に
記
し
て
、
末
法
に
は
法
華
経
誹
謗
の
者
は
大
地
微
塵
よ
り
も
お
ほ
か
る
べ
し
と
記シ

給
し
是
也
。

（『
下
山
御
消
息
』
定
遺
一
三
四
一
頁
）

こ
の
よ
う
に
日
蓮
聖
人
は
、
末
法
の
日
本
国
に
「
謗
法
」
が
蔓
延
し
て
い
る
実
態
を
指
摘
し
、
堕
地
獄
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
こ

と
を
警
告
す
る
。
そ
の
批
判
は
け
っ
し
て
傍
観
者
的
立
場
で
は
な
く
、
自
己
を
含
む
社
会
全
体
が
「
謗
法
」
の
罪
に
陥
っ
て
い
る
現
状

を
い
か
に
是
正
す
べ
き
か
を
必
死
に
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

4
、
法
華
経
信
奉
者
の
中
に
も
「
謗
法
」
は
存
在
す
る

日
蓮
聖
人
は
法
華
経
に
教
主
釈
尊
の
真
実
の
「
教
」
を
求
め
、
不
惜
身
命
の
精
神
を
も
っ
て
「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
弘
経
活

動
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
法
華
経
の
実
義
」（『
開
目
抄
』
定
遺
五
五
〇
頁
等
）
を
体
得
し
た
。
法
華
経
に
は
教
主
釈
尊
の
大
慈
悲

に
よ
る
永
遠
の
衆
生
教
化
が
開
示
さ
れ
て
お
り
、
特
に
日
蓮
聖
人
は
末
法
に
向
け
た
「
未
来
記
」
と
し
て
法
華
経
を
受
容
し
、
そ
こ
に

予
言
さ
れ
た
種
々
の
法
難
・
迫
害
を
文
字
通
り
、
身
を
も
っ
て
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
華
経
の
真
実
性
を
実
証
し
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
、
法
華
経
と
は
単
な
る
経
典
で
は
な
く
、
教
主
釈
尊
の
御
心
そ
の
も
の
で
あ
り
、
永
遠
の
魂
が
込
め
ら
れ
た
実

語
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

佐
渡
流
罪
中
の
極
限
状
態
で
著
さ
れ
た
『
開
目
抄
』
に
は
、「
当
世
も
法
華
経
を
ば
皆
信
じ
た
る
や
う
な
れ
ど
も
、
法
華
経
に
て
は

な
き
な
り
」（
定
遺
五
四
九
頁
）
と
い
う
特
徴
的
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
自
分
で
は
法
華
経
を
信
じ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
っ
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て
も
、
実
は
法
華
経
を
信
じ
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
分
本
位
に
法
華
経
を
受
容

し
た
り
、
自
己
満
足
的
な
信
仰
に
安
住
す
る
こ
と
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
に
は
「
釈
尊ノ

法
華
経ヲ

誦シ
ナ
ガ

飲ラ

口ニ

違
壱背ス

於
教
主ニ

一」（
定
遺
九
〇
〇
頁
）
と
端
的
に
示
さ
れ
、
法
華
経
を

口
に
誦
し
な
が
ら
も
心
は
教
主
釈
尊
に
違
背
し
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恣
意
的
な
法
華
経
受
容
の
姿
勢
が

批
判
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
批
判
は
遺
文
の
随
所
に
見
ら
れ
る
が
、『
報
恩
抄
』
に
は
法
華
経
弘
通
史
に
お
け
る
問
題
点
を
指
摘
す
る
文

脈
の
中
で
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

法
華
経
を
よ
む
人
の
此
経
を
ば
信
ず
る
や
う
な
れ
ど
も
、
諸
経
に
て
も
得
道
な
る
（
成
）
と
を
も
う
は
、
此
経
を
よ
ま
ぬ
人
な
り
。

…
…
慈
恩
大
師
は
玄
賛
と
申シ

て
法
華
経
を
ほ
む
る
文
十
巻
あ
り
。
伝
教
大
師
せ
め
て
云ク

雖
飲讃ル

壱ト

法
華
経ヲ

一還テ

死こ
ろ

壱ス

法
華ノ

心ヲ

一等
云
云
。

此
等
を
も
つ
て
を
も
う
に
、
法
華
経
を
よ
み
讃
歎
す
る
人
々
の
中
に
無
間
地
獄
は
多
く
有ル

な
り
。（

定
遺
一
二
二
五

一
二
二
六
頁
）

す
な
わ
ち
慈
恩
大
師
（
基
）
は
『
法
華
玄
賛
』
十
巻
を
著
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
伝
教
大
師
は
『
法
華
秀
句
』
の
中
で
「
法
華
経
を

賛
す
と
雖
も
還
て
法
華
の
心
を
死こ
ろ

す(2
)」

と
批
判
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
日
蓮
聖
人
は
法
華
経
を
読
誦
し
讃
歎
す
る
人
の
中
に
、
実
は
謗

法
の
罪
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
問
題
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
表
面
的
・
形
式
的
な
法
華
経
修
行
者
の
具
体
例
に
つ
い
て
、『
種
種
御
振
舞
御
書
』
で
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

円
智
房
は
清
澄
の
大
堂
に
し
て
三
箇
年
が
間
、
一
字
三
礼
の
法
華
経
を
我
と
か
き
た
て
ま
つ
り
て
十
巻
を
そ
ら
に
を
ぼ
へ
、
五
十

年
が
間
、
一
日
一
夜
に
二
部
づ
つ
よ
ま
れ
し
ぞ
か
し
。
か
れ
を
ば
皆
人
は
仏
に
な
る
べ
し
と
云
云
。
日
蓮
こ
そ
念
仏
者
よ
り
も
道

義
房
と
円
智
房
と
は
無
間
地
獄
の
底
に
を
つ
べ
し
と
申シ

た
り
し
が
、
此
人
々
の
御
臨
終
は
よ
く
候ヒ

け
る
か
い
か
に
。
日
蓮
な
く
ば

此
人
々
を
ば
仏
に
な
り
ぬ
ら
ん
と
こ
そ
を
ぼ
す
べ
け
れ
。
こ
れ
を
も
つ
て
し
ろ
し
め
せ
。（
定
遺
九
八
三
頁
）
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す
な
わ
ち
、
清
澄
寺
の
住
僧
で
あ
っ
た
円
智
房
・
道
義
房
等
は
立
派
な
法
華
経
修
行
者
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

内
実
に
は
自
己
満
足
的
な
姿
勢
や
偽
善
的
な
面
が
あ
っ
た
た
め
に
謗
法
に
陥
っ
て
い
た
と
、
日
蓮
聖
人
は
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
『
日
女
御
前
御
返
事
』
に
は
、
法
華
経
修
行
者
の
陥
り
が
ち
な
過
ち
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
る
。

法
華
経
を
ば
経
の
ご
と
く
持ツ

人
々
も
、
法
華
経
の
行
者
を
或
は
貪
瞋
痴
に
よ
り
、
或
は
世
間
の
事
に
よ
り
、
或
は
し
な
じ
な
の
ふ

る
ま
ひ
に
よ
て
憎
む
人
あ
り
。
此
は
法
華
経
を
信
ず
れ
ど
も
信
ず
る
功
徳
な
し
。
か
へ
り
て
罰
を
か
ほ
る
な
り
。

（
定
遺
一
五
一
一
頁
）

す
な
わ
ち
、
自
分
で
は
法
華
経
を
如
説
に
修
行
し
、
信
じ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
っ
て
も
、
自
己
中
心
的
な
心
に
囚
わ
れ
て
、「
法
華

経
の
行
者
」
に
対
す
る
嫉
妬
や
憎
悪
の
念
を
起
こ
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
本
来
の
法
華
経
を
信
ず
る
功
徳
は
得
ら
れ
ず
、
逆
に
罰

を
受
け
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
日
蓮
聖
人
は
、「
謗
法
」
の
罪
を
法
華
経
信
奉
者
に
内
在
す
る
課
題
と
し
て
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
法
華

経
を
自
分
本
位
に
受
け
と
め
た
り
、
い
わ
ば
「
い
い
と
こ
取
り
」
や
ご
都
合
主
義
的
で
あ
っ
た
り
、
自
己
満
足
的
な
信
仰
に
対
し
て
、

自
己
批
判
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

5
、
日
蓮
聖
人
自
身
の
罪
へ
の
内
省

日
蓮
聖
人
の
謗
法
観
に
は
、
さ
ら
に
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
蓮
聖
人
自
身
が
こ
の
「
謗

法
」
を
過
去
世
以
来
の
罪
業
と
し
て
認
識
し
、
実
存
的
自
己
を
深
く
省
察
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
が
法
華
経
を
絶
対
的
規
範

と
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
法
華
経
に
は
「
三
五
の
塵
点
劫
」
と
い
う
永
遠
の
時
間
観
念
を
表
す
譬
喩
に
よ
っ
て
、
教
主
釈
尊

に
よ
る
衆
生
教
化
の
永
遠
性
が
開
顕
さ
れ
て
い
る
。

「
三
五
の
塵
点
劫
」
と
は
「
三
五
の
二
法
」
と
も
称
さ
れ
、
法
華
経
化
城
喩
品
の
「
三
千
塵
点
劫
」
と
如
来
寿
量
品
の
「
五
百
億
塵
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点
劫
」
の
二
つ
の
法
門
を
指
す
。
天
台
大
師
は
三
千
塵
点
劫
に
よ
っ
て
三
種
教
相
の
「
化
道
の
始
終
不
始
終
の
相
」
を
立
て
、
五
百
億

塵
点
劫
に
よ
っ
て
「
師
弟
の
遠
近
不
遠
近
の
相
」
を
立
て
て
い
る
。
妙
楽
大
師
は
『
法
華
文
句
記
』
に
お
い
て
法
華
経
の
超
勝
性
を

「
十
双
歎
」
に
集
約
し
、
そ
の
第
十
双
に
、「
況ヤ

迹
化ニ
ハ

挙ケ

壱三
千ノ

墨
点ヲ

一。
本
成ヲ
ハ

喩ヘ

壱タ
リ

五
百ノ

微
塵ニ

一。
本
迹ノ

事ノ

希ナ
ル

諸
教ニ

不ト

飲説カ

」(3
)と

釈
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
法
華
経
の
諸
経
に
対
す
る
超
勝
性
の
根
拠
は
「
三
五
の
塵
点
劫
」
の
教
理
に
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
日
蓮
聖
人

は
こ
の
「
十
双
歎
」
を
「
二
十
の
大
事(4)」
と
も
称
し
、
そ
の
最
要
が
「
三
五
の
二
法
」
に
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
。

日
蓮
聖
人
は
こ
う
し
た
法
華
経
所
説
の
永
遠
の
生
命
論
に
立
脚
し
、
教
主
釈
尊
に
よ
る
衆
生
教
化
は
宇
宙
的
世
界
の
成
立
と
同
時
的

で
あ
る
と
す
る
認
識
に
基
づ
い
て
、
人
間
存
在
の
「
罪
」
の
根
源
性
を
説
く
の
で
あ
る
。「
三
五
の
塵
点
劫
」
に
は
、
い
わ
ば
仏
教
版

「
創
世
記
」
の
よ
う
な
神
話
的
側
面
が
あ
り
、
日
蓮
聖
人
の
謗
法
論
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
原
罪
論
と
類
似
す
る
一
面
も
見
受
け
ら
れ

る
。
た
だ
し
法
華
経
の
教
主
釈
尊
は
創
造
主
の
よ
う
な
絶
対
神
で
は
な
い
の
で
、
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

日
蓮
聖
人
の
罪
意
識
は
、
あ
く
ま
で
も
「
三
五
の
塵
点
劫
」
以
来
、
久
遠
本
仏
の
慈
愛
に
浴
し
、
教
化
を
受
け
て
き
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
菩
薩
行
を
退
転
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
自
己
認
識
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
開
目
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
懐
さ
れ
る
。

此
に
日
蓮
案シ
テ

云ク

世
す
で
に
末
代
に
入
て
二
百
余
年
、
辺
土
に
生
を
う
く
。
其
上ヘ

下
賤
、
其
上ヘ

貧
道
の
身
な
り
。
輪
回
六
趣
の
間ニ
ハ

人
天
の
大
王
と
生
て
、
万
民
を
な
び
か
す
事
、
大
風
の
小
木
を
吹
が
ご
と
く
せ
し
時
も
仏
に
な
ら
ず
。
大
小
乗
の
外
凡
内
凡
の
大

菩
薩
と
修シ

あ
が
り
、
一
劫
二
劫
無
量
劫
を
経
て
菩
薩
の
行
を
立テ

、
す
で
に
不
退
に
入
ぬ
べ
か
り
し
時
も
、
強
盛
の
悪
縁
に
を
と
さ

れ
て
仏
に
も
な
ら
ず
。
し
ら
ず
大
通
結
縁
の
第
三
類
の
在
世
に
も
れ
た
る
か
、
久
遠
五
百
の
退
転
し
て
今
に
来ル

る
か
。
法
華
経
を

行
ぜ
し
程
に
、
世
間
の
悪
縁
・
王
難
・
外
道
の
難
・
小
乗
経
の
難
な
ん
ど
は
忍
し
程
に
、
権
大
乗
・
実
大
乗
経ヲ

極メ

た
る
や
う
な
る

道
綽
・
善
導
・
法
然
等
が
ご
と
く
な
る
悪
魔
の
身
に
入リ

た
る
者
、
法
華
経
を
つ
よ
く
ほ
め
あ
げ
、
機
を
あ
な
が
ち
に
下
し
、
理
深

解
微
と
立テ

、
未
有
一
人
得
者
千
中
無
一
等
と
す
か
し
し
も
の
に
、
無
量
生
が
間
、
恒
河
沙ノ

度た
び

す
か
さ
れ
て
権
経
に
堕チ

ぬ
。
権
経
よ

り
小
乗
経
に
堕
ぬ
。
外
道
外
典
に
堕
ぬ
。
結
句
は
悪
道
に
堕
け
り
と
深ク

此
を
し
れ
り
。
日
本
国
に
此
を
し
れ
る
者
、
但
日
蓮
一
人
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な
り
。（
定
遺
五
五
六
頁
）

こ
こ
に
は
佐
渡
流
罪
の
極
限
状
態
に
お
い
て
、
日
蓮
聖
人
は
釈
尊
の
未
来
記
と
自
ら
の
法
難
体
験
を
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
法

華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
徹
底
し
た
自
己
検
証
を
お
こ
な
い
、
真
実
の
「
教
」
を
知
る
と
同
時
に
「
罪
」
を
知
っ
た
こ
と
が
告
白
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
日
蓮
聖
人
の
罪
意
識
は
、
二
度
目
の
流
罪
地
で
あ
る
佐
渡
に
お
い
て
「
法
華
経
の
行
者
」
の
自
覚
を
高
め
る
と
と
も
に
、

そ
の
反
面
の
実
存
的
自
己
を
深
く
省
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
罪
で
あ
る
。『
開
目
抄
』
に
は
さ
ら
に
、「
久
遠
大
通
の
者
の

三
五
の
塵
を
ふ
る
、
悪
知
識
に
値
ゆ
へ
な
り
」（
定
遺
六
〇
一
頁
）
と
も
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
度
重
な
る
法
難
体
験
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
謗
法
の
罪
を
、
日
蓮
聖
人
は
末
法
の
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
共
通
す
る
罪
と
し
て

提
起
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
『
法
華
取
要
抄
』
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

此
土ノ

我
等
衆
生ハ

五
百
塵
点
劫ヨ
リ

已
来
教
主
釈
尊ノ

愛
子
也
。
依テ

壱不
孝ノ

失ニ

一于
飲今
雖モ

飲不ト

壱覚
知セ

一不
飲可
飲似ル

壱他
方ノ

衆
生ニ

一。ハ
（
定
遺
八
一
二
頁
）

さ
ら
に
日
蓮
聖
人
は
、
門
下
の
弟
子
・
檀
越
に
対
し
て
こ
う
し
た
罪
の
自
覚
を
促
し
て
お
り
、
父
親
と
の
信
仰
的
葛
藤
に
直
面
す
る

池
上
兄
弟
に
宛
て
ら
れ
た
『
兄
弟
鈔
』
に
は
、
仏
弟
子
の
舎
利
弗
や
目
連
等
が
悪
縁
に
惑
わ
さ
れ
て
菩
薩
行
を
退
転
し
て
法
華
経
を
捨

て
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
三
千
塵
点
劫
」
を
経
歴
し
た
事
例
等
を
挙
げ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

さ
れ
ば
舎
利
弗
・
目
連
等
が
三
五
の
塵
点
劫
を
経
し
こ
と
は
十
悪
五
逆
の
罪
に
も
あ
ら
ず
、
謀
反
八
虐
の
失と
が

に
て
も
あ
ら
ず
。
但タ

悪
知
識
に
値ウ

て
法
華
経
の
信
心
を
破
り
て
権
経
に
う
つ
り
し
ゆ
へ
な
り
。（
定
遺
九
二
二
頁
）

す
な
わ
ち
「
法
華
経
の
信
心
」
を
破
っ
て
方
便
権
経
に
帰
依
す
る
こ
と
は
、
十
悪
・
五
逆
・
謀
反
八
虐
の
罪
よ
り
も
重
く
、「
三
五

の
塵
点
劫
」
を
経
歴
す
る
ほ
ど
の
罪
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
、
池
上
兄
弟
は
、
ま
さ
に
悪
縁
・
悪
知
識
に
よ
る
試
練
に
遭
っ
て
い
る
と
教

示
さ
れ
る
。
そ
し
て
悪
知
識
に
惑
わ
さ
れ
て
悪
道
に
堕
ち
た
事
例
を
挙
げ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
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今
又
日
蓮
が
弟
子
檀
那
等
は
此
に
あ
た
れ
り
。
…
…
我
身
は
過
去
に
謗
法
の
者
な
り
け
る
事
疑ヒ

給フ

こ
と
な
か
れ
。（

定
遺
九
二
四
頁
）

こ
の
よ
う
に
日
蓮
聖
人
は
檀
越
に
対
し
て
も
、
法
華
経
信
仰
に
お
け
る
試
練
を
克
服
す
る
た
め
の
心
構
え
と
し
て
、
自
己
に
内
在
す

る
謗
法
の
罪
の
自
覚
を
促
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

6
、
謗
法
罪
の
顕
在
化

日
蓮
聖
人
は
謗
法
の
罪
が
自
己
に
内
在
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
末
法
の
日
本
国
の
人
々
が
仏
法
を
自
分
本
位
に
受
容
し
た
り
、

恣
意
的
な
解
釈
や
自
己
満
足
的
な
信
仰
に
陥
っ
て
い
る
状
態
を
「
謗
法
」
と
み
な
し
て
批
判
し
、
末
法
の
日
本
国
に
「
謗
法
」
が
蔓
延

し
て
い
る
事
実
を
問
題
提
起
し
て
堕
地
獄
の
危
機
を
盛
ん
に
警
告
し
た
。
す
な
わ
ち
「
謗
法
」
と
は
同
一
空
間
に
お
け
る
同
一
の
罪
で

あ
り
、
時
代
の
「
共ぐ
う

業ご
う

」
と
し
て
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
日
蓮
聖
人
は
訴
え
か
け
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
日
蓮
聖
人
の
弘
経
活
動
は
単
に
法
華
経
の
価
値
観
を
押
し
つ
け
た
り
、
他
者
を
排
撃
す
る
こ
と
が
目
的

で
は
な
く
、
仏
法
受
容
の
姿
勢
を
根
底
か
ら
問
い
質
し
、
罪
の
覚
醒
（
気
づ
き
・
目
ざ
め
）
を
促
す
こ
と
が
第
一
義
的
な
課
題
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
末
法
の
社
会
に
生
き
る
人
々
に
潜
在
し
て
い
る
罪
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
が
日
蓮
聖
人
の
実
践

課
題
で
あ
り
、「
法
華
経
の
行
者
」
の
使
命
は
謗
法
の
罪
を
顕
し
出
す
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
日
蓮
聖
人
は
、『
守
護
国
家
論
』
に
お
い
て
法
然
浄
土
教
に
対
す
る
教
理
的
な
批
判
を
展
開
す
る
中
で
、
次
の
よ

う
に
説
か
れ
る
。

仏
誡メ
テ

云ク

見テ

壱謗
法ノ

人ヲ

一不レ

飲ハ

顕サ

壱其
失ヲ

一非ス

壱ト

仏
弟
子ニ

一。
故ニ

涅
槃
経ニ

云ク

我
涅
槃ノ

後
随ヒ

壱其
方
面ニ

一有テ

壱持
戒ノ

比
丘
一威
儀
具
足シ

護
壱持セ
ハ

正

法ヲ

一
見テ

壱壊ル

飲法ヲ

者ヲ

一即
能ク

駈
遣シ

呵
責シ

徴
治セ

。ヨ

当ニ

飲知ル

是
人ハ

得ン
コ

飲ト

福ヲ

無
量ニ
シ
テ

不ト

飲可ラ

壱称
計ス

一。
亦
云ク

若
善
比
丘ア
テ

見テ

壱壊ル

飲法ヲ

者ヲ

一
置テ

不ン

壱ハ

呵
責シ

駈
遣シ

挙
処セ

一
当ニ

飲知ル

是
人ハ

仏
法ノ

中ノ

怨あ
だ

。ナ
リ

若
能ク

呵
責シ

駈
遣シ

挙
処セ
ハ

是
我
弟
子
真ノ

声
聞
也
已
上
。
予
為ニ

飲入ン

壱カ

仏
弟
子ノ

一
分ニ

一造リ

壱此
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書ヲ

一顕ハ

壱シ

謗
法ノ

失ヲ

一流
壱布ス

世
間ニ

一。
願ク
ハ

十
方
仏
陀
於テ

壱此
書ニ

一副ヘ

飲力ヲ

令メ

鰯タ
マ
ヘ

止メ

壱大
悪
法ノ

流
布ヲ

一救ハ

芋一
切
衆
生
之
謗
法ヲ

茨。（
定
遺
一
一
九
頁
）

こ
こ
で
は
、
仏
の
訓
誡
と
し
て
謗
法
の
人
を
見
た
ら
そ
の
罪
を
顕
さ
な
け
れ
ば
仏
弟
子
で
は
な
い
と
い
う
命
題
が
提
示
さ
れ
、
そ
の

経
証
と
し
て
『
涅
槃
経
』
寿
命
品
の
「
仏
法
中
怨
」
の
文
を
引
用
し
て
、『
守
護
国
家
論
』
執
筆
の
目
的
は
「
謗
法
の
失と
が

を
顕
」
す
こ

と
に
あ
る
と
明
示
さ
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
こ
の
『
涅
槃
経
』
の
「
仏
法
中
怨
」
の
訓
誡
は
、『
立
正
安
国
論
』（
定
遺
二
一
九
頁
）、『
開
目
抄
』（
定
遺
六
〇
七
頁
）、

『
大
田
殿
許
御
書
』（
定
遺
八
五
三
頁
）、『
頼
基
陳
状
』（
定
遺
一
三
五
〇
頁
）
等
に
も
引
用
が
見
ら
れ
、
真
の
仏
弟
子
と
し
て
生
き
よ

う
と
す
る
日
蓮
聖
人
の
行
動
規
範
を
終
始
一
貫
し
て
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
日
蓮
聖
人
は
、
謗
法
の
存
在
を
知
っ
た
者
の
責

務
と
し
て
、
そ
の
罪
を
糾
弾
し
て
是
正
す
る
た
め
の
行
動
を
起
こ
し
た
の
で
あ
り
、
自
ら
進
ん
で
法
難
に
立
ち
向
か
っ
た
の
は
、
謗
法

罪
を
顕
在
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
の
覚
醒
を
促
し
、
国
全
体
を
堕
地
獄
の
危
機
か
ら
救
う
た
め
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
日
蓮
聖
人
は
「
謗
法
」
に
対
す
る
批
判
精
神
を
発
揮
し
、
罪
の
顕
在
化
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
た
し
て
ど
の
よ

う
な
救
い
の
あ
り
方
を
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
法
華
経
の
教
理
に
基
づ
く
救
い
の
論
理
と
実
践
理
念
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
い
。

二
、
法
華
経
の
教
理
と
救
い
の
構
造

1
、
一
仏
乗
の
理
念

周
知
の
通
り
法
華
経
に
は
、
迹
門
で
は
「
開
三
顕
一
」、
本
門
で
は
「
開
近
顕
遠
」
の
教
理
が
説
か
れ
、
爾
前
経
の
教
理
を
否
定
的

媒
介
と
し
な
が
ら
「
開
会
」
の
思
想
が
明
ら
か
と
さ
れ
る
。
法
華
経
方
便
品
に
は
、
諸
仏
出
世
の
本
懐
と
し
て
「
一
大
事
因
縁
」
が
明

示
さ
れ
、
一
切
衆
生
に
対
し
て
平
等
に
「
仏
知
見
」
を
開
示
悟
入
せ
し
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
存
在
を
仏
と
同
じ
悟
り
の
境
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界
に
導
こ
う
と
す
る
「
一
仏
乗
」
の
理
念
が
提
示
さ
れ
る
。

日
蓮
聖
人
は
『
立
正
安
国
論
』
に
お
い
て
、「
汝
早ク

改メ

壱テ

信
仰
之
寸
心ヲ

一
速ニ

帰セ

壱ヨ

実
乗
之
一
善ニ

一」（
定
遺
二
二
六
頁
）
と
説
い
て
い
る

が
、
こ
の
中
で
改
め
る
べ
き
「
信
仰
之
寸
心
」
と
は
偏
狭
で
自
分
本
位
の
信
仰
の
あ
り
方
で
あ
り
、
い
っ
ぽ
う
帰
依
す
べ
き
「
実
乗
之

一
善
」
と
は
一
仏
乗
の
教
理
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
謗
法
」
の
状
態
か
ら
の
覚
醒
を
促
し
、
積
極
的
に
法
華
経

の
一
仏
乗
の
理
念
を
も
っ
て
社
会
を
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
国
の
為
政
者
に
訴
え
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
の
批
判
精
神
は
、
一
般
的
に
は
排
他
独
善
の
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
面
が
あ
る
が
、
本
来
の
「
一
仏
乗
」
と
は
、

無
理
矢
理
に
一
つ
の
色
に
染
め
る
こ
と
で
は
な
く
、
相
互
の
違
い
を
認
め
合
い
な
が
ら
統
合
を
図
る
理
念
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
調
和

の
と
れ
た
状
態
を
維
持
す
る
た
め
に
緊
張
感
を
も
っ
て
課
題
に
取
り
組
む
実
践
理
念
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
仏
乗
の
価
値
観
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
相
手
を
尊
重
し
て
不
断
の
対
話
・
対
論
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
り
、
日
蓮
聖
人
が
『
立
正
安
国
論
』
を
繰
り
返
し

為
政
者
に
提
出
し
、
他
宗
の
指
導
者
と
の
対
論
を
求
め
続
け
た
の
は
、
こ
う
し
た
理
念
に
立
脚
し
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

2
、
敵
対
的
相
即
の
論
理

法
華
経
の
開
会
思
想
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
安
藤
俊
雄
氏
が
そ
の
著
『
天
台
性
具
思
想
論
』
に
お
い
て
、
天
台
大
師
智
顗
の
実
相
論

を
論
ず
る
中
で
「
敵
対
的
相
即
の
弁
証
法
」
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
な
か
で
も
「
相
対
種
（
敵
対
種
）」
の
開
会
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
な
具
体
的
な
特
色
が
指
摘
さ
れ
る
。

・
円
融
論
理
を
形
成
す
る
も
の
は
、
敵
対
的
相
即
の
弁
証
法
で
あ
る(5)。

・
相
対
種
は
敵
対
相
反
の
関
係
に
あ
る
対
極
を
自
己
展
開
の
た
め
に
不
可
欠
な
資
成
軌
と
し
、
し
か
も
こ
れ
を
そ
の
当
初
に
お
い
て

自
己
と
同
一
な
り
と
す
る(6)。
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・
相
対
種
は
湛
然
以
後
、
敵
対
種
と
称
さ
れ
と
く
に
円
教
仏
性
観
の
原
理
と
さ
れ
た
。
こ
の
敵
対
種
思
想
が
同
体
三
法
の
原
理
で

あ
っ
て
、
正
し
く
こ
れ
が
純
円
独
妙
の
妙
法
の
秘
義
で
あ
る
。
敵
対
的
相
即
の
思
想
は
妙
法
で
あ
り
原
理
で
あ
る
。
智
顗
は
法
華

経
の
中
か
ら
こ
の
思
想
を
把
握
し
た(7)。

・
天
台
は
円
融
論
理
を
法
華
経
の
な
か
か
ら
学
び
と
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
教
学
が
教
観
雙
美
と
讃
え
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
こ
の
論
理

の
神
秘
的
な
逆
説
的
方
法
を
駆
使
し
て
、
雄
大
な
る
構
想
力
を
自
由
に
展
開
し
た
た
め
で
あ
る
。
法
雲
の
法
華
経
研
究
に
成
実
の

色
彩
が
あ
り
、
吉
蔵
も
三
論
の
限
界
を
超
え
得
ず
、
い
わ
ん
や
窺
基
に
至
っ
て
は
法
相
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
醇
乎
と
し
て
醇

な
る
超
八
醍
醐
の
法
華
妙
理
を
心
に
く
き
ま
で
展
開
し
た
の
は
実
に
智
顗
で
あ
る
。
し
か
る
に
智
顗
教
学
の
真
髄
は
、
矛
盾
の
同

一
を
説
く
敵
対
相
即
の
妙
法
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
我
々
は
円
融
論
理
の
重
大
な
る
意
義
を
無
視
し
て

は
な
ら
な
い(8)。

こ
の
よ
う
に
、
天
台
教
学
に
お
け
る
「
相
対
種
（
敵
対
種
）」
と
は
、
敵
対
相
反
の
関
係
に
あ
る
対
極
を
、
自
己
の
展
開
に
と
っ
て

不
可
欠
な
資
成
軌
と
し
、
し
か
も
そ
の
敵
対
者
を
自
己
と
同
体
と
み
な
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
か
か
る
敵
対
的
相
即
の
論

理
は
、
法
華
経
の
み
が
有
す
る
妙
理
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
か
か
る
特
質
を
法
華
経
の
中
か
ら
読
み
と
っ
た
天
台
大
師
智
顗
の
偉
大
な

功
績
が
称
賛
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

3
、
提
婆
達
多
の
成
仏

敵
こ
そ
わ
が
師
な
り

法
華
経
提
婆
達
多
品
に
は
、
釈
尊
に
敵
対
し
た
提
婆
達
多
が
過
去
世
に
お
い
て
は
善
知
識
で
あ
っ
た
と
い
う
因
縁
を
開
顕
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
提
婆
達
多
に
対
す
る
未
来
成
仏
の
授
記
が
示
さ
れ
て
い
る
。
天
台
大
師
智
顗
は
、
こ
の
経
説
に
立
脚
し
て
、
提
婆
達
多
が

釈
尊
の
衆
生
教
化
に
お
い
て
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
理
化
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
法
華
玄
義
』
巻
第
五
下
に
、

「
又
提
婆
達
多
是
善
知
識
。
豈
非
壱悪
即
資
成(9)
一」
と
説
か
れ
、
釈
尊
に
敵
対
し
た
「
悪
」
な
る
提
婆
達
多
は
、「
善
」
な
る
釈
尊
の
資
成
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軌
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
『
摩
訶
止
観
』
巻
第
二
下
に
は
「
提
婆
達
多
邪
見
即
正(10)」
と
端
的
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
を
扶
釈
し
た
妙
楽
大
師
湛
然
の
『
止
観
輔
行
伝
弘
決(11)』
を
、
日
蓮
聖
人
は
『
注
法
華
経
』
提
婆
品
の
行
間
部
分
に
、
次
の
よ
う
に
注

記
し
て
い
る
。

決
二
云
。
現
住
壱阿
鼻
一受
壱無
間
苦
一。
法
花
復
云
。
由
壱調
達
一故
具
壱足
相
好
一。
記
飲当
壱作
仏
一。
号
曰
壱天
王
一。
除
壱法
花
一外
。
余

一
切
経
。
但
云
壱生
々
為
飲悪
相
悩
一。
此
乃
経
法
権
実
不
飲同(12)。

こ
の
よ
う
に
、
釈
尊
在
世
当
時
の
最
大
の
反
逆
者
で
あ
り
悪
知
識
で
あ
っ
た
提
婆
達
多
も
、
法
華
経
の
も
つ
三
世
を
一
貫
し
た
時
間

論
の
中
で
は
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
面
が
あ
り
、
釈
尊
在
世
の
歴
史
的
時
間
に
お
い
て
も
、
提
婆
達
多
の
「
悪
」
は
、
釈
尊
の
「
善
」

を
引
き
出
す
上
で
の
不
可
欠
な
資
成
軌
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
法
華
経
に
お
け
る
提
婆
達
多
授
記
の
問
題
は
、
天
台
教
学
で
は
、

敵
対
的
相
即
の
論
理
の
一
側
面
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
の
「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
行
動
原
理
も
、
実
は
こ
う
し
た
敵
対
的
相
即
の
論
理
に
立
脚
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
種
種
御
振
舞
御
書
』
の
中
で
、
自
己
の
弘
経
活
動
に
伴
う
法
難
体
験
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

今
日
蓮
は
末
法
に
生レ

て
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
弘メ

て
か
ゝ
る
せ
め
（
責
）
に
あ
へ
り
。
仏
滅
度
後
二
千
二
百
余
年
が
間
、
恐ラ
クは

天

台
智
者
大
師
も
一
切
世
間
多
怨
難
信
の
経
文
を
ば
行
じ
給
は
ず
。
数
数
見
擯
出
の
明
文
は
但
日
蓮
一
人
也
。
一
句
一
偈
我
皆
与
授

記
は
我
な
り
。
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
は
疑ヒ

な
し
。
相
模ノ

守
殿
こ
そ
善
知
識
よ
。
平ノ

左
衛
門
こ
そ
提
婆
達
多
よ
。
念
仏
者
は
瞿
伽

利
尊
者
、
持
斎
等
は
善
星
比
丘
。
在
世
は
今
に
あ
り
、
今
は
在
世
な
り
。
法
華
経
の
肝
心
は
諸
法
実
相
と
と
か
れ
て
本
末
究
竟
等

と
の
べ
ら
れ
て
候
は
是
也
。（
定
遺
九
七
一
頁
）

こ
の
よ
う
に
日
蓮
聖
人
は
、
自
己
に
敵
対
し
て
迫
害
を
加
え
た
人
物
を
具
体
的
に
挙
げ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
釈
尊
在
世
の
反
逆
者
・

敵
対
者
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
末
法
の
歴
史
社
会
に
お
け
る
「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
自
己
検
証
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
日
蓮
聖
人
が
真
の
「
法
華
経
の
行
者
」
と
な
る
た
め
に
は
、
加
害
者
の
存
在
が
不
可
欠
の
資
助
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
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き
わ
め
て
実
感
的
に
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、『
種
種
御
振
舞
御
書
』
に
は
ま
た
次
の
よ
う
な
叙
述
も
見
ら
れ
る
。

・
釈
迦
如
来
の
御
た
め
に
は
提
婆
達
多
こ
そ
第
一
の
善
知
識
な
れ
。
今
の
世
間
を
見
る
に
、
人
を
よ
く
な
す
（
成
）
も
の
は
か
た
う

ど
（
方
人
）
よ
り
も
強
敵
が
人
を
ば
よ
く
な
し
け
る
な
り
。（
定
遺
九
七
二
頁
）

・
日
蓮
が
仏
に
な
ら
ん
第
一
の
か
た
う
ど
は
景
信
、
法
師
に
は
良
観
・
道
隆
・
道
阿
弥
陀
仏
、
平ノ

左
衛
門ノ

尉
・
守
殿
ま
し
ま
さ
ず
ん

ば
、
争
か
法
華
経
の
行
者
と
は
な
る
べ
き
と
悦フ

。（
定
遺
九
七
三
頁
）

す
な
わ
ち
日
蓮
聖
人
は
、
敵
対
す
る
存
在
が
自
己
の
精
神
性
を
高
め
て
く
れ
る
と
い
う
認
識
に
立
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
他
の
遺
文

に
も
同
様
の
理
念
が
語
ら
れ
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
。

・
敵
な
け
れ
ば
我カ

非
を
し
ら
ず
。（『
開
目
抄
』
定
遺
五
八
〇

五
八
一
頁
）

・
諸ノ

悪
人ハ

又
善
知
識
也
。（『
富
木
入
道
殿
御
返
事
』
定
遺
六
二
〇
頁
）

さ
ら
に
敵
対
す
る
相
手
の
宗
教
的
救
い
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
叙
述
が
見
ら
れ
る
。

・
幸ナ
ル

哉
一
生
之
内ニ

消
壱滅セ
ン
コ
ト
ヨ

無
始ノ

謗
法
一。
悦ハ
シ
イ

哉
未タ

壱見
聞セ

一奉ラ
ン
コ
ト

飲ヨ

侍ヘ

壱教
主
釈
尊ニ

一。
願ク
ハ

損ス

飲ル

我ヲ

国
主
等ヲ
ハ

最
初ニ

導カ

飲ン

之ヲ

。

（『
顕
仏
未
来
記
』
定
遺
七
四
二
頁
）

・
あ
だ
を
な
す
念
仏
者
・
禅
宗
・
真
言
師
等
を
も
並
に
国
主
等
も
た
す
け
ん
が
た
め
に
こ
そ
申
せ
。

（『
高
橋
入
道
殿
御
返
事
』
定
遺
一
〇
八
七
頁
）

こ
の
よ
う
に
日
蓮
聖
人
は
、
自
己
に
敵
対
し
て
迫
害
を
加
え
た
「
国
主
」
等
、
お
よ
び
謗
法
の
人
師
た
ち
を
も
、
法
華
経
に
よ
る
救

済
の
世
界
に
導
き
入
れ
た
い
と
い
う
願
い
を
表
明
し
て
お
り
、「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
実
践
を
通
し
て
、「
末
法
の
日
本
国
」
の

宗
教
的
救
済
を
志
向
し
て
い
る
。
そ
の
救
済
の
方
法
論
は
、
ま
さ
し
く
「
敵
対
的
相
即
の
論
理
」
を
歴
史
社
会
の
中
で
具
現
化
す
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
日
蓮
聖
人
は
自
ら
の
身
命
を
法
華
経
に
捧
げ
る
覚
悟
を
も
っ
て
実
践
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る

の
で
あ
る
。
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4
、
自
己
反
省
の
重
要
性

日
蓮
聖
人
が
他
宗
の
祖
師
や
指
導
者
が
陥
っ
て
い
る
「
謗
法
」
の
実
態
を
指
摘
す
る
場
面
で
は
、
し
ば
し
ば
痛
烈
で
論
理
的
な
批
判

が
展
開
さ
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
批
判
精
神
を
、
対
他
的
な
側
面
だ
け
で
捉
え
る
の
は
皮
相
的
で
あ
ろ
う
。
他
者
へ
の
批
判
は
、
厳
し
い

自
己
批
判
を
伴
わ
な
け
れ
ば
説
得
力
を
も
た
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
日
蓮
聖
人
自
身
の
「
謗
法
」
に
対
す
る
深
い
省
察
と
罪
の
自

覚
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
を
起
点
と
し
て
「
謗
法
」
の
罪
の
恐
ろ
し
さ
を
力
説
し
、
仏
法
の
秩
序
の
立
て
直
し
の
た
め
に
身
命
を

捧
げ
る
覚
悟
に
至
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

佐
渡
流
罪
中
の
極
限
状
態
で
執
筆
さ
れ
た
『
開
目
抄
』
に
は
、
門
下
へ
の
「
か
た
み
」（
定
遺
五
九
〇
頁
）
す
な
わ
ち
遺
言
と
さ
れ

る
内
容
が
綴
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
日
蓮
聖
人
は
、
謗
法
に
陥
っ
て
い
る
他
宗
の
人
師
と
対
峙
す
る
際
の
心
構
え
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
訓
誡
し
て
い
る
。

・
華
厳
・
法
相
・
真
言
等
の
人
師
、
天
台
宗
の
正
義
を
嫉ね
た
むゆ

へ
に
、
会シ

壱テ

実
経ノ

文ヲ

一令ム
ル
コ

飲ト

順セ

壱権
義ニ

一強
盛
な
り
。
し
か
れ
ど
も
道
心

あ
ら
ん
人
、
偏
党
を
す
て
、
自
他
宗
を
あ
ら
そ
は
ず
、
人
を
あ
な
づ
る
事
な
か
れ
。（
定
遺
五
八
五
頁
）

・〈
法
華
経
勧
持
品
に
予
言
さ
れ
た
「
三
類
の
強
敵
」
の
中
、
第
三
の
僭
聖
増
上
慢
を
検
証
す
る
文
脈
の
末
尾
に
〉
華
洛
に
は
聖
一

等
、
鎌
倉
に
は
良
観
等
に
に
た
り
。
人
を
あ
だ
む
こ
と
な
か
れ
。
眼
あ
ら
ば
経
文
に
我
身
を
あ
わ
せ
よ
。（
定
遺
五
九
六
頁
）

す
な
わ
ち
、
謗
法
の
事
実
を
指
摘
し
て
批
判
精
神
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
自
己
の
偏
見
や
我
執
を
捨
て
、
相
手
に
対
し
て
恨

み
や
憎
し
み
の
心
を
懐
い
た
り
、
見
下
す
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
法
華
経
の
経
文
を
明
鏡

と
し
て
、
常
に
自
己
を
照
射
せ
よ
と
い
う
厳
命
で
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
と
同
様
の
姿
勢
は
、『
立
正
安
国
論
』
第
八
段
で
謗
法
者
へ
の
禁
断
措
置
を
提
言
す
る
中
で
、

全ク

非
飲禁ム

壱ル
ニ

仏
子ヲ

一。
唯
偏ニ

悪に
く

壱ム

謗
法ヲ

一也
。（
定
遺
二
二
四
頁
）

と
説
か
れ
て
お
り
、「
罪
を
憎
ん
で
人
を
憎
ま
ず
」
と
い
う
俗
諺
の
よ
う
に
、
謗
法
の
罪
を
指
摘
す
る
場
面
で
は
、
相
手
を
一
方
的
に
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断
罪
し
た
り
、
感
情
的
に
非
難
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
聖
人
の
批
判
精
神
は
け
っ
し
て
排
他
的
独
善
主
義
で
は
な
く
、
単
純
な
自
己
正
当
化
を
許
す
よ
う
な
も
の
で
も

な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い(13)。

5
、
受
難
と
滅
罪
の
実
践
論

日
蓮
聖
人
が
末
法
の
歴
史
社
会
に
潜
ん
で
い
る
「
謗
法
」
の
罪
を
問
題
提
起
し
、
他
宗
の
人
師
と
の
対
論
を
求
め
る
た
め
に
批
判
精

神
を
発
揮
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
罪
を
顕
在
化
す
る
行
為
に
は
必
然
的
に
法
難
が
伴
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
法
難
を
受
け
る
こ
と

に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
と
問
う
と
き
、
日
蓮
聖
人
は
常
不
軽
菩
薩
品
の
行
軌
を
模
範
と
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

常
不
軽
菩
薩
と
は
、
法
華
経
常
不
軽
菩
薩
品
に
語
ら
れ
る
久
遠
の
釈
尊
の
過
去
世
に
お
け
る
菩
薩
行
の
一
コ
マ
と
し
て
の
存
在
で
、

威
音
王
仏
の
像
法
末
、
増
上
慢
の
四
衆
に
向
か
っ
て
「
我
深ク

敬フ

壱汝
等ヲ

一不
壱敢テ

軽
慢セ

一。
所
以ハ

者
何い
か
ん。

汝
等
皆
行シ

壱テ

菩
薩
道ヲ

一。
当
飲得
壱作

仏ス

一ル
コ
ト
ヲ」

と(14)唱
え
て
礼
拝
行
に
徹
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
四
衆
の
中
に
は
怒
り
の
心
を
生
じ
て
悪
口
や
罵
り
の
言
葉
を
吐
く
者
が
あ
り
、

必
ず
仏
に
成
る
と
い
う
虚
妄
の
授
記
な
ど
信
用
し
な
い
と
常
不
軽
菩
薩
を
罵
倒
し
、
杖
木
瓦
石
を
も
っ
て
迫
害
し
た
と
さ
れ
る
。

常
不
軽
菩
薩
は
こ
う
し
た
迫
害
に
屈
せ
ず
、「
但
行
礼
拝
」
の
菩
薩
行
を
貫
い
て
、
す
べ
て
の
人
々
が
成
仏
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

そ
し
て
命
終
に
臨
ん
で
は
、
空
中
に
法
華
経
を
聴
聞
し
て
六
根
清
浄
の
功
徳
を
得
、
寿
命
を
二
百
万
億
歳
延
ば
し
て
さ
ら
に
多
く
の

人
々
の
た
め
に
法
華
経
を
説
き
続
け
、
つ
い
に
仏
に
成
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
が
今
の
釈
迦
牟
尼
仏
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
常
不
軽
菩
薩
を
迫
害
し
た
増
上
慢
の
四
衆
は
、
そ
の
罪
に
よ
っ
て
二
百
億
劫
は
仏
法
僧
に
値
遇
せ
ず
、
千
劫
の
あ

い
だ
阿
鼻
地
獄
に
堕
ち
て
大
苦
を
受
け
た
が
、
再
び
常
不
軽
菩
薩
の
教
化
に
あ
っ
て
信
伏
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
説
か
れ
る
。
そ
の
と

き
の
四
衆
と
は
、
現
在
の
法
華
経
の
会
座
に
あ
っ
て
不
退
転
の
位
に
入
っ
た
四
衆
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
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日
蓮
聖
人
は
、
か
か
る
常
不
軽
菩
薩
の
事
跡
に
着
目
し
、「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
自
己
の
実
践
を
し
ば
し
ば
常
不
軽
菩
薩
の

行
軌
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。

・
日
蓮ハ

是
法
華
経ノ

行
者
也
。
紹
壱継ス
ル

不
軽ノ

跡ヲ

一之
故ニ

。（『
聖
人
知
三
世
事
』
定
遺
八
四
三
頁
）

・
不
軽
菩
薩
は
上
慢
の
比
丘
等
の
杖
に
あ
た
り
て
一
乗
の
行
者
と
い
は
れ
給
ふ
。
今
日
蓮
は
末
法
に
生レ

て
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
弘メ

て
か
ゝ
る
せ
め
（
責
）
に
あ
へ
り
。（『
種
種
御
振
舞
御
書
』
定
遺
九
七
一
頁
）

・
或
は
所
を
追ヒ

出
さ
れ
、
或
は
流
罪
等
、
昔
は
聞
く
不
軽
菩
薩
の
杖
木
等ヲ

。
今
は
見
る
日
蓮
が
刀
剣
に
当
る
事
を
。

（『
清
澄
寺
大
衆
中
』
定
遺
一
一
三
四
頁
）

・
昔
の
不
軽
菩
薩
の
杖
木
の
せ
め
も
我
身
に
つ
み
し
ら
れ
た
り
。（『
報
恩
抄
』
定
遺
一
二
三
七
頁
）

・
日
蓮
は
法
華
経
誹
謗
の
国
に
生レ

て
威
音
王
仏
の
末
法
の
不
軽
菩
薩
の
ご
と
し
。（『
上
野
殿
御
返
事
』
定
遺
一
六
二
一
頁
）

こ
の
よ
う
に
日
蓮
聖
人
は
、
常
不
軽
菩
薩
が
受
け
た
法
難
と
自
己
の
受
難
体
験
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
受

難
に
よ
る
滅
罪
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

・
不
軽
菩
薩
の
悪
口
罵
詈
せ
ら
れ
、
杖
木
瓦
礫
を
か
ほ
る
も
、
ゆ
へ
な
き
に
は
あ
ら
ず
。
過
去
の
誹
謗
正
法
の
ゆ
へ
か
と
み
へ
て
、

其
罪
畢
已
と
説レ

て
候
は
、
不
軽
菩
薩
の
難
に
値
ゆ
へ
に
過
去
の
罪
の
滅ス
ルか

と
み
へ
は
ん
べ
り
。

（『
転
重
軽
受
法
門
』
定
遺
五
〇
七
頁
）

・
不
軽
品ニ

云ク

其
罪
畢
已
等
云
云
。
不
軽
菩
薩
は
過
去
に
法
華
経
を
謗シ

給
ふ
罪
身
に
有
ゆ
へ
に
、
瓦
石
を
か
ほ
る
と
み
へ
た
り
。

（『
開
目
抄
』
定
遺
六
〇
〇
頁
）

・
今
ま
日
蓮
強
盛
に
国
土
の
謗
法
を
責
れ
ば
大
難
の
来ル

は
、
過
去
の
重
罪
の
今
生
の
護
法
に
招キ

出
せ
る
な
る
べ
し
。

（『
開
目
抄
』
定
遺
六
〇
三
頁
）

す
な
わ
ち
常
不
軽
菩
薩
の
受
難
は
過
去
世
の
謗
法
罪
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
忍
受
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
滅
罪
が
も
た
ら
さ
れ
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た
と
さ
れ
て
お
り
、
日
蓮
聖
人
は
こ
う
し
た
解
釈
に
立
脚
し
て
、
自
己
の
受
難
も
ま
た
過
去
世
の
謗
法
罪
に
起
因
す
る
こ
と
を
表
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
常
不
軽
菩
薩
の
受
難
に
は
、
自
己
の
謗
法
罪
を
滅
す
る
と
同
時
に
、
敵
対
す
る
他
者

の
謗
法
罪
を
顕
す
と
い
う
一
面
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
常
不
軽
菩
薩
に
対
し
て
杖
木
瓦
石
を
も
っ
て
迫
害
し
た
増
上
慢
の
四

衆
の
「
罪
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
法
華
経
で
は
、
増
上
慢
の
四
衆
は
「
罪
」
の
報
い
と
し
て
千
劫
の
あ
い
だ
阿
鼻
地
獄
の
大
苦
を
受
け

た
後
、
再
び
常
不
軽
菩
薩
の
教
化
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
説
か
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
常
不
軽
菩
薩
の
行
軌
に
は
、「
受
難
」
に
よ
る
自
己
の
「
滅
罪
」
と
い
う
側
面
と
同
時
に
、
敵
対
す
る
他
者
の
「
罪
」

を
あ
え
て
顕
在
化
さ
せ
、
そ
れ
を
逆
縁
と
し
て
法
華
経
の
救
済
の
世
界
へ
と
導
く
と
い
う
宗
教
的
課
題
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

法
華
経
の
教
理
に
お
い
て
は
、
自
己
の
「
滅
罪
」
は
同
時
に
他
者
の
「
贖
罪(15)」
を
伴
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
日
蓮
聖
人
の
宗
教
実
践
の
特
色

も
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

6
、「
逆
縁
」
と
「
代
受
苦
」
の
思
想

日
蓮
聖
人
は
法
華
経
に
よ
る
社
会
全
体
の
救
い
の
道
を
実
現
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
「
謗
法
」
の
罪
を
問
題
提
起
し
て
批
判
精
神
を

発
揮
し
た
。
そ
れ
は
法
華
経
の
教
理
的
特
色
で
あ
る
敵
対
的
相
即
の
論
理
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
り
、
日
蓮
聖
人
は
「
罪
」
を
顕
在
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
救
い
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
逆
説
的
な
課
題
を
背
負
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

日
蓮
教
学
に
お
い
て
は
、「
謗
法
」
に
陥
っ
て
い
る
存
在
を
法
華
経
に
よ
る
救
い
の
世
界
へ
導
く
た
め
の
方
法
論
と
し
て
、「
妙
法
五

字
」
の
題
目
に
よ
る
「
逆
縁
下
種
」
と
い
う
教
義
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
逆
縁
下
種
」
に
よ
る
救
い
を
標
榜
す
る
遺
文
の
説
示
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

・
知ラ

壱ハ

愚
者ト

一必
先
可シ

飲教ユ

壱実
大
乗ヲ

一。
信
謗
共ニ

為
壱下
種
一也
。（『
教
機
時
国
鈔
』
定
遺
二
四
二
頁
）
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・
今
末
法ノ

初
以テ

飲小ヲ

打チ

飲大ヲ

以テ

飲権ヲ

破シ

飲実ヲ

東
西
共ニ

失シ

飲之ヲ

天
地
顚
倒セ
リ。
迹
化ノ

四
依ハ

隠レ
テ

不
壱現
前セ

一。
諸
天
棄テ

壱其
国ヲ

一不
飲守
壱護セ

之ヲ

一。

此
時
地
涌ノ

菩
薩
始テ

出
壱現シ

世ニ

一但
以テ

壱妙
法
蓮
華
経ノ

五
字ヲ

一令
飲服セ

壱幼
稚ニ

一。
因
謗
堕
悪
必
因
得
益ト
ハ

是
也
。
我カ

弟
子
惟へ

飲之ヲ

。

（『
観
心
本
尊
抄
』
定
遺
七
一
九
頁
）

・
今ハ

既ニ

入テ

壱末
法ニ

一在
世ノ

結
縁ノ

者
漸
々ニ

衰
微シ
テ

権
実ノ

二
機
皆
悉ク

尽キ
ヌ。
彼
不
軽
菩
薩
出
壱現シ
テ

末
世ニ

一令ム

飲ル

撃タ

壱毒
鼓ヲ

一時
也
。
而ル
ニ

今
時ノ

学
者

迷
壱惑シ
テ

於
時
機ニ

一
或ハ

弘
壱通シ

於
小
乗ヲ

一
或ハ

授
壱与シ

権
大
乗ヲ

一
或ハ

演
壱説ス
レ
ト
モ

於
一
乗ヲ

一
以テ

壱題
目ノ

五
字ヲ

一可キ

飲為ス

壱下
種ト

一由
来ヲ

不ル

飲知ラ

歟
。

（『
曽
谷
入
道
殿
許
御
書
』
定
遺
八
九
七
頁
）

な
お
こ
れ
ら
の
遺
文
の
内
容
的
な
解
釈
と
下
種
論
の
詳
細
の
解
説
は
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る(16)。

日
蓮
聖
人
の
「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
実
践
は
、
自
己
と
他
者
に
共
通
す
る
「
罪
」
を
時
代
の
共
業
と
し
て
受
け
と
め
、
批
判

精
神
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
者
の
罪
を
引
き
受
け
て
い
こ
う
と
す
る
慈
悲
行
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

『
諫
暁
八
幡
抄
』
の
中
で
、

此
を
日
蓮
此
に
て
見
な
が
ら
い
つ
わ
り
を
ろ
か
に
し
て
申サ

ず
ば
俱
に
堕
地
獄
の
者
と
な
て
、
一
分
の
科
な
き
身
が
十
方
の
大
阿
鼻

地
獄
を
経
め
ぐ
る
べ
し
。
い
か
で
か
身
命
を
す
て
ざ
る
べ
き
。
涅
槃
経ニ

云ク

一
切
衆
生ノ

受ク

壱ル
ハ

異ノ

苦ヲ

一悉ク

是
如
来
一
人ノ

苦ナ
リ

等
云
云
。
日

蓮
云ク

一
切
衆
生ノ

同
一ノ

苦ハ

悉ク

是
日
蓮
一
人ノ

苦
と
申ス

べ
し
。（
定
遺
一
八
四
七
頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
釈
尊
が
一
切
衆
生
の
「
異
の
苦
」
す
な
わ
ち
個
別
的
な
苦
悩
を
引
き
受
け
た
こ
と
と
対
比
し
て
、

日
蓮
聖
人
は
「
謗
法
」
を
一
切
衆
生
の
「
同
一
の
苦
」
と
捉
え
、
そ
の
罪
を
自
己
の
身
に
引
き
受
け
て
い
こ
う
と
す
る
「
代
受
苦
」
の

思
想
に
立
脚
し
て
い
た
こ
と
が
表
白
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
『
報
恩
抄
』
に
お
い
て
、

日
蓮
が
慈
悲
曠
大
な
ら
ば
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
万
年
の
外
未
来
ま
で
も
な
が
る
べ
し
。
日
本
国
の
一
切
衆
生
の
盲
目
を
ひ
ら
け

る
功
徳
あ
り
。
無
間
地
獄
の
道
を
ふ
さ
ぎ
ぬ
。
此
功
徳
は
伝
教
天
台
に
も
超
へ
、
龍
樹
・
迦
葉
に
も
す
ぐ
れ
た
り
。
極
楽
百
年
の
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修
行
は
穢
土
の
一
日
の
功
に
及
ば
ず
。
正
像
二
千
年
の
弘
通
は
末
法ノ

一
時
に
劣
る
か
。
是
は
ひ
と
へ
に
日
蓮
が
智
の
か
し
こ
き
に

は
あ
ら
ず
。
時
の
し
か
ら
し
む
る
耳
。（
定
遺
一
二
四
八

一
二
四
九
頁
）

と
述
懐
さ
れ
て
お
り
、「
謗
法
」
の
罪
に
よ
っ
て
堕
地
獄
の
危
機
に
直
面
し
て
い
た
日
本
の
社
会
全
体
を
、
日
蓮
聖
人
は
自
己
の
宗
教

実
践
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
救
い
得
た
と
す
る
「
贖
罪
」
の
意
識
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

人
間
定
義
の
新
次
元
へ

さ
て
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
日
蓮
聖
人
が
問
題
提
起
し
た
「
謗
法
」
の
罪
と
は
、
法
華
経
に
開
顕
さ
れ
た
教
主
釈
尊
の
御
心

に
違
背
す
る
こ
と
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
間
存
在
を
平
等
に
仏
と
同
じ
悟
り
の
世
界
に
導
こ
う
と
す
る
大
慈
悲
心
に
背
を
向
け
て
、
仏

法
を
自
分
本
位
に
受
け
と
め
た
り
、
自
己
満
足
的
な
信
仰
に
安
住
す
る
こ
と
も
「
謗
法
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
こ
の
罪
は
、

自
分
で
覚
知
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
末
法
の
現
実
社
会
に
蔓
延
し
て
国
全
体
に
堕
地
獄
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
法

華
経
信
奉
者
の
中
に
も
潜
在
す
る
課
題
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

日
蓮
聖
人
は
法
華
経
を
「
明
鏡
」
と
し
て
自
己
と
社
会
を
照
ら
し
、
謗
法
の
罪
が
実
存
的
自
己
に
内
在
す
る
こ
と
を
深
く
省
察
し
た

上
で
、
弟
子
・
檀
越
に
も
罪
の
自
覚
を
促
し
、
社
会
に
潜
む
罪
を
顕
在
化
す
る
こ
と
を
「
法
華
経
の
行
者
」
の
使
命
と
し
て
受
け
と
め

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
法
華
経
に
予
言
さ
れ
た
法
難
を
忍
受
す
る
菩
薩
行
に
徹
し
た
の
で
あ
り
、
罪
の
顕
在
化
に
よ
っ

て
、
逆
説
的
に
国
全
体
を
堕
地
獄
の
危
機
か
ら
救
う
た
め
の
道
を
開
拓
し
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
し
て
宗
教
的
救
い
の
面
に
つ
い
て
は
、
法
華
経
の
「
一
仏
乗
」
の
教
理
と
「
開
会
」
の
思
想
に
よ
り
、
特
に
「
敵
対
的
相
即
の
論

理
」
に
立
脚
し
て
い
た
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
が
目
指
し
た
「
法
華
経
の
行
者
」
の
使
命
は
、
社
会
に
潜
む
邪
悪
な
る
も

の
と
対
峙
し
て
是
正
を
働
き
か
け
、
法
華
経
に
敵
対
す
る
存
在
を
自
己
の
向
上
に
不
可
欠
の
資
助
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
法
難
・
迫
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害
を
乗
り
越
え
、
法
華
経
の
理
念
を
歴
史
社
会
に
具
現
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
日
蓮
聖
人
は
法
難
を
伴
う

実
践
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
「
滅
罪
」
と
社
会
の
「
贖
罪
」
を
同
時
的
に
果
た
そ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に

「
法
華
経
の
行
者
」
の
菩
薩
行
と
「
妙
法
五
字
」
の
題
目
に
よ
る
「
逆
縁
下
種
」
と
い
う
特
異
な
救
済
論
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
論
文
の
内
容
を
、
今
回
の
学
術
大
会
の
「
人
間
定
義
の
新
次
元
へ
」
と
い
う
共
同
研
究
テ
ー
マ
に
即
し
て
ま
と
め
る
な
ら

ば
、
次
の
点
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
日
蓮
聖
人
の
批
判
精
神
は
、
一
般
的
に
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
排
他
的
・
独
善
主
義
で
は
な
く
、
包
括
的
・
統
合
主
義

（
一
仏
乗
）
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
仏
教
を
個
人
主
義
や
神
秘
主
義
の
偏
狭
な
価
値
観
に
閉
じ
込
め
て
い
る
諸
宗
の
人
師
に

対
し
、
教
主
釈
尊
の
真
意
と
世
界
観
に
立
ち
返
ら
せ
る
た
め
、
日
蓮
聖
人
は
「
法
華
経
の
行
者
」
と
し
て
の
理
念
を
高
く
掲
げ
て
弘
経

活
動
を
貫
く
こ
と
に
よ
り
、
社
会
全
体
の
救
い
を
逆
説
的
に
顕
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
日
蓮
聖
人
の
実
践
論
は
、

混
迷
を
極
め
る
現
代
社
会
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
の
意
義
を
再
検
証
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
最
後
に
提
言
し
て
お
き
た
い
。

註(1
)
文
中
引
用
の
日
蓮
聖
人
遺
文
は
す
べ
て
立
正
大
学
日
蓮
教
学
研
究
所
編
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』（
総
本
山
身
延
久
遠
寺
、
一
九

八
八
年
改
訂
増
補
版
）
に
よ
り
、
典
拠
を
（
定
遺
○
○
頁
）
と
記
し
た
。

(2
)
『
伝
教
大
師
全
集
』
第
三
巻
二
五
二
頁
（
原
漢
文
）。

(3
)
『
大
正
蔵
経
』
第
三
四
巻
二
三
四
頁
ａ
。

(4
)
『
開
目
抄
』
定
遺
五
三
九
頁
。

(5
)
安
藤
俊
雄
『
天
台
性
具
思
想
論
』（
法
藏
館
、
一
九
七
三
年
）
四
五
頁
。

(6
)
右
同
書
、
四
七
頁
。
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(7
)
右
同
書
、
四
七
頁
。

(8
)
右
同
書
、
五
三
頁
。

(9
)
『
大
正
蔵
経
』
第
三
三
巻
七
四
四
頁
ｂ
。

(10
)
『
大
正
蔵
経
』
第
四
六
巻
一
七
頁
ｃ
。

(11
)
『
大
正
蔵
経
』
第
四
六
巻
二
〇
五
頁
ｃ
。

(12
)
山
中
喜
八
編
著
『
定
本
注
法
華
経
』（
法
藏
館
、
一
九
八
〇
年
）
上
巻
三
四
一
頁
。

(13
)
日
蓮
聖
人
の
批
判
精
神
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
蓮
の
批
判
精
神
に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
九
巻
第
一
号
、
二
〇
一

〇
年
）、
お
よ
び
拙
稿
「
日
蓮
に
お
け
る
自
己
批
判
の
要
素
に
つ
い
て
」（『
立
正
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三
三
号
、
二
〇
一
七
年
）
等
を

参
照
さ
れ
た
い
。

(14
)
『
大
正
蔵
経
』
第
九
巻
五
〇
頁
ｃ
。
日
蓮
聖
人
は
『
顕
仏
未
来
記
』（
定
遺
七
四
〇
頁
）
等
に
お
い
て
こ
の
経
文
を
常
不
軽
菩
薩
の
「
二

十
四
字
」
と
称
し
て
、
自
ら
の
唱
え
る
「
妙
法
五
字
」
と
同
じ
意
義
を
も
つ
と
捉
え
て
い
る
。

(15
)
「
贖
罪
」
と
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
イ
エ
ス
は
十
字
架
刑
に
よ
っ
て
全
人
類
の
原
罪
を
背
負
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
際
の
神
学
用
語

で
あ
る
。
は
た
し
て
イ
エ
ス
自
身
に
そ
の
よ
う
な
意
識
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
結
果
論
的
な
解
釈
と
し
て
の
印
象
を
拭
い
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
と
比
較
し
て
、
日
蓮
聖
人
は
法
華
経
弘
通
に
伴
う
受
難
に
よ
っ
て
、
末
法
の
日
本
国
全
体
の
「
罪
」
を
背
負
お
う
と
す
る
意

識
が
明
確
に
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
「
贖
罪
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
比
的
な
視
点

を
提
起
し
よ
う
と
試
み
た
次
第
で
あ
る
。

(16
)
拙
著
『
日
蓮
教
学
に
お
け
る
罪
の
研
究
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
九
九
年
）
第
六
章
「
日
蓮
教
学
に
お
け
る
救
済
の
特
質
」
を
参
照
さ

れ
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド

謗
法
、
一
仏
乗
、
逆
縁
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