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岩
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親
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(3
)

ー
i

「極
促
」

と

「
捷
疾
」
ー

岩

本

泰

波

親
鷺

は

『
教
行
信
証
』
行
巻
に

「
即
得
往
生
」
の

「
即
」
を
釈
す
る

に
あ
た

つ
て

「
即
の
言
は
願
力
を
聞
く
に
由
り
て
報
土
の
真
因
決
定
す

る
時
剋

の
極
促
を
光
閲
す
る
な
り
」
と
言
い
、
信
巻
に

「
信
楽
」
を
按

じ
て
は

「
信
楽
に

一
念
あ
り
、

一
念
と
は
斯
れ
信
楽
開
発
の
時
剋

の
極

促
を
顕

し
広
大
難
思
の
慶
心
を
彰
す
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
極
促
」

が
親
鷲

に
お
け
る

「
時
」
の
核
心
を
あ
ら
わ
す
文
字
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
な

こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
道
元
は

『
学
道
用
心
集
』
第

一
「
菩
提

心
を
発
す

べ
き
事
」
の
冒
頭
、
「
生
滅
無
常
を
観

ず
る
の
心
」
を

「
菩

提
心
」
と
す
る
竜
樹
の
言
に
よ
つ
て
「誠
に
夫
れ
無
常
を
観
ず
る
の
時
、

吾
我
の
心
生
ぜ
ず
時
光
の
太
だ
速
か
な
る
こ
と
を
恐
怖
す
…
…
」

と
述

べ
、
ま
た

『
正
法
眼
蔵
発
菩
提
心
』
に
お
い
て
は

『
大
毘
婆
沙
論
』
の

文
に
よ

つ
て

「
刹
那
生
滅
流
転
ノ
捷
疾
」
を
語
り

「
時
」
に
つ
い
て
の

重
要
な
究
明
を
行

つ
て
い
る
。
道
元
に
よ
れ
ば
「
発
菩
提
心
」
と
は
「
お

の
れ
い
ま
だ
わ
た
ら
ざ
る
さ
き
に

一
切
衆
生
を
わ
た
さ
ん
と
発
願
し
い

と
な
む
」
こ
と
で
あ
る
。
道
元
は
ま
た

「発
心
得
道
」
が

「
刹
那
生
滅

の
道

理
」
に
よ

る

も

の

で
あ

る

こ

と
を

述

べ

(「
発
菩
提

心
」
「
出

家
功
徳
」
)

そ

こ
で

「
わ

れ

ら

が
寿

行

生

滅
刹

那

流

転

の
捷

疾

な

る

こ
と

か

く

の
ご

と

し
。

念

々

の
あ

ひ

だ
行

者

こ

の
道

理

を

わ

す

る

る

こ
と

な

か

れ

」

と

い
う

の
で
あ

る

か
ら
、

「
刹

那

の
道

理
」
を

「
覚

知

」

し

「
信

」

ず

る

と

い
う

こ

と

は
、

そ

の

「
捷

疾

(速
疾
)
」

な

る

こ
と

を

「
覚

知

」
し

「
信

」

ず

る

こ

と

で

な
け

れ

ば

な

ら

な

い
。

し

か

し
、

こ
の

「
刹

那

生

滅
流

転
」
の

「
捷

疾
」
を

「
覚

知

」
し

「
信

」

ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
時
の
流
れ
の
速
か
な
る
こ
と
を

「
外
物
」

に
よ
つ
て
認
知
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
す
で
に

『
有
時
』
に

「時
も
し
飛
去
に

一
任
せ
ば
間
隙
あ
り
ぬ
べ
し
」
と
述

べ
る

よ
う
に

「有
時

の
功
徳
」
は
、
道
元
の
い
わ
ゆ
る

「
経
歴
」
と
い
う
能
動
的
な

主
体
の

「
而
今
現
成
」
に
か
か
わ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で

「
尽
力
経
歴
に
あ
ら
ざ
れ
ば

一
法

一
物
も
現
成
す
る

こ
と
な
し
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
な
よ
う
に

「
捷
疾
」

の
道
理
は
、
ど
こ
ま
で
も
わ
れ
わ
れ
の
身
に
か
け
て

「
覚
知
」
さ
れ
ね
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ぱ
な
ら
ぬ

「
行
持
」
の
内
容
な
の
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
道
元

が

「
こ
の
刹

那
生
滅
流
転
捷
疾
に
あ
り
な
が
ら
、
も
し
自
未
得
度
先
度
佗

の
一
念
を
お
こ
す
が
ご
と
き
は
、
久
遠
の
寿
量
た
ち
ま
ち
に
現
在
前
す

る
な
り
」
と
言
う
と
き
の

「
あ
り
な
が
ら
」

の
含
意
に
は
充
分
注
意
す

べ
き
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
も
し
こ
の
文
字
が

「
時
」
を

「
飛
去
」

と
見
る

日
常
の
見
解
に
よ

つ
て

"
刻

々
に
流
れ
去
る
時
間
の
う
ち
に
あ

り
な
が
ら
"

の
謂
に
解
さ
れ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
お
よ
そ
道
元

の
真
意
に
遠
い
も

の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば

「刹
那

生
滅
の
道
理
」
を

「
覚
知
」
す
る
と
は
、
生
を

「
流
れ
」
と
見
る
こ
の

よ
う
な
主
観
の
定
着
が

「
時
」
を
死
物
と
す
る
観
念
を
離
脱
し
て
、
活

餓
鰻
地
な
る
能
動
的
生
を
身
証
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
そ
の

「
捷
疾
」
と
は
ひ
と
を
し
て
こ
の

「
覚
知
」
に
機
動
せ
し
め
る
「
発
心
」

に
参
与
す
る

「
ち
か
ら
」

の

「
は
や
さ
」
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ

「
念
々
の
あ

ひ
だ
行
者

こ
の
道
理
を
わ
す
る
る
こ
と
な
か
れ
」
と
い
う
言
葉
も
出
て
く
る
こ
と

で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
行
道
に
あ
れ
ば
こ
そ

「
発
菩
提
心
」
が

「
自
未
得

度
先
度
佗

の
一
念
」
と
い
う
ご
と
き
捨
身
の
能
動
性
に
お
い
て
語
ら
れ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
道
元
に
お
け
る

「
捷
疾
」
の
意
味

は

「
生
滅
」
が

「
刹
那
」
に
か
か
わ

つ
て
即
今
を
根
源
的
に
能
動
的
な

ら
し
め
る
力
の
つ
よ
さ
を
あ
ら
わ
す
も
の
、
い
い
か
え
れ
ば
、
じ
つ
と

し
て
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
ぬ
力
の
謂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
か
く
て
、
生
が
日
常
に
停
滞
し
て
、
す
べ
て
受
動
的
退
嬰
的
で
あ

る
現
実
に
、
「刹
那
」
を
脈
動
し

「
覚
知
」
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

主
体
を

「発
心
」
に
突
き
入
れ
る
ち
か
ら
が
、

い
ま
、
道
元
に
よ
つ
て

「
捷
疾
」
と
し
て
言
い
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も

の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。

そ
れ
は

『
諸
悪
莫
作
』

に
お
い
て
道
元
が

「
衆
善
奉
行
」
に
つ
い

て
語
る
と
き

「
万
善
は
無
象
な
り
と
い
へ
ど
も
作
善
の
と
こ
ろ
に
計
会

す
る
こ
と
磁
鉄
よ
り
も
速
疾
な
り
。
そ
の
ち
か
ら
毘
嵐
風
よ
り
も

つ
よ

き
な
り
」
と
言
う
こ
と
に
よ
つ
て

「速
疾
」
が

「
ち
か
ら
」
の
つ
よ
さ

を
あ
ら
わ
す
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
あ
る
。
「時

光

の
太

だ
速
か
な
る
こ
と
を
恐
怖
す
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
激
流

の
は
や
さ
を
岸
上
よ
り
み
て
お
そ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
時
光
の
速
さ
」

が
身
の
う
ち
に
ち
か
ら
と
し
て
証
入
し
な
い
ま
ま
に

「時
」
を

「
飛
去

に

一
任
」
し
て

「
有
時
の
行
証
」
が

"
現
成
し
な
い
"

こ
と
へ
の

「
恐

怖
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「刹
那
生
滅
の
道
理
を
覚
知
す
る
」
と

い
う
こ
と
も

「
生
滅
」
を

「
尽
力
経
歴
」
に
起
動
す
る
「
刹
那

(而
今
)」

の

「
現
成
」

の
謂
で
あ
る
と
き
、
は
じ
め
て

「
捷
疾
に
あ
り
な
が
ら
」

と

「
念

々
の
あ
ひ
だ
行
者
こ
の
道
理
を
わ
す
る

る
こ
と
な
か
れ
」
と

が
、
ま
さ
し
く
呼
応
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
親
驚
に
お
け
る

「
時
剋

の
極
促
」
の

「
促
」
は

「
セ
マ
ル
、

ウ
ナ
ガ
ス
、
チ
ヂ

マ
ル
、
短
ク
ナ
ル
」
等
の
意
味
で

「
イ
ソ
ガ
シ
、

ハ

ヤ
シ
」
等
は
派
生
的
と
見
ら
れ
る
。
親
鷺
に
お
い
て
衆
生
と
如
来
は
「南

無
阿
弥
陀
仏
」
に
お
い
て

"
遭
遇
"
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
こ
の
語
」

の
外
で
衆
生
や
如
来
の

「
存
在
」
が
語
ら
れ
る

こ
と
は
戯
論
で
あ
る
。

親
黛

と
道
元

に
お
廿

る

「
時
』

の
欄
題
 
(
3
)
 (岩

本
)
 

二
九

五
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親
鷺

と
道
元
に
お
け
る

「
時
」

の
問
題
 
(
3
)
 (
岩

本
)
 

二
九
六

し
た
が

つ
て

「
こ
の
語
」
の

「
阿
弥
陀
仏
」
が

「
無
量
光
、
無
量
寿
」

で
あ
る

こ
と
は

「
南
無
」
に
よ

つ
て
衆
生
に
か
か
わ
る
如
来
の
は
た
ら

き
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
か
ら

「
阿
弥
陀
仏
」
は

「
南
無
」
と
遊
離
す

る
超
越

的
な
存
在
者
で
は
な
い
。
「
無
量
光
」
は
衆
生
の

「
多
生
噴
劫
」

の

「
無
明
」
を
照
破
せ
ん
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
無
限
な
る
も
の

で
あ
る
如
来
の

「智
慧

(明
)
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
同
時
に
こ
の
衆

生
の
無
明

の
は
て
し
な
さ
を
あ
わ
れ
む

「
無
量
寿
」
と
し
て
永
遠

の

「慈
悲
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
衆
生
は
、

こ
の
悲
智
の
無
限
な
は

た
ら
き
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
、
あ
た
か
も
生
盲
の
人
が
身
を
包
む
光

を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
無
明
の
ゆ
え
に
無
明
を
覚
知
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
こ
に
、
衆
生
と
如
来
の

「
関
係
」
が
逆
説
的
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
衆
生
の
如
来

へ
の
乖

離
背
反
も
、
根
源
的
に
は

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

の
う
ち
な
る
事
実
で
あ

る
か
ら
、

如
来
に
衆
生
の
乖
離
を
乖
離

の
ま
ま
に
放
置
す
る
と
い
う
が

ご
と
き
こ
と
が
あ
り
う
る
は
ず
は
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
衆
生
の
無
明
の
性
格
が
上
述
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
と
き
、
「
遭
遇
」
が
衆
生
よ
り
如
来

へ
の
方
向
に
成
就
す
る
と
い

う
こ
と
は
到
底
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
そ
れ
は
如
来
の
側
か
ら

の
起
動
に
よ
る
よ
り
す
べ
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
衆
生
の
食
瞑
煩

悩
の
真
中
に
こ
れ
を
浄
化
せ
ん
と
す
る
如
来
の
清
浄
真
実
な
る

「
菩
薩

の
願
行
」

が
起
動
す
る
と
い
う
不
可
思
議
の
事
実
が
生
起
す
る
。
こ
の

「
発
願
修
行
」
に
お
け
る
菩
薩
の

「
五
劫
永
劫
」
の

「
と
き
」
が
衆
生

の

「多
生
暖
劫
」

の

「
と
き
」
に
切
り
結

ん
で
如
来

と
衆
生

の

「
遭

遇
」
が

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
に
成
就
す
る

コ

念
」
が

「
報
土
之
真
因

と

き

と

き

決
定
」

の

「
時
剋
」

で
あ
り
、
同
時
に
「
信
楽
開
発
」
の
「
時
剋
」
で
あ

る
。
親
鷺
に
よ
つ
て
こ
の

「
と
き
」
が

「
極
促
」
と
し
て
言
い
あ
ら
わ

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え

「
極
促
」
と
は
如
来

の

「
発
願

(
こ
の
際

「行
」
は

「願
」

に
摂
尽
さ
れ
る
)」
と
衆
生
の
信
楽
の

「
開
発
」

と
が
切
り
結

ぶ

「
極
限

の
と
き
」
を
あ
ら
わ
す
文
字
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
「
極
」
限

が

「
促
」
に
よ
つ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
、
さ
き

の
道
元
の

「
捷
疾
」
と

の
相
異
で
あ
り
、
い
う
な
ら
ば
そ
れ
は

「
は
や
さ
」
で
は
な
く

「
ち
ぢ

ま
り
」
あ
る
い
は

「
短
か
さ
」
の
謂
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ

う
に

「
発
願
」
と

「
開
発
」
と
は
上
述
の

「
明
」
と

「
無
明
」

の
逆
説

的
相
関
の
う
ち
に
切
り
結
ぶ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
衆
生
と
如
来

と
の

「
遭
遇
」
は
決
し
て
容
易
に
成
就
す
る
も
の
で

は
な

い
。
「
億
、
弘
誓

の
強
縁
は
多
生
に
も
値
い
巨
く
、
真
実
の
浄
信
は
億
劫
に
も
獲
巨
し
」

と
い
う
親
黛

の
味
嘆
が
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
如

来
は

「
菩
薩

の
行
」
を
行
ず
る
に
お
い
て

「
五
劫
の
思
惟
」
と

「
永
劫

の
修
行
」
を

「
願
行
」
し
つ
づ
け
ざ
る
を
え
な

い
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
は
衆
生
の

「
多
生
暖
劫
」
の
無
明
煩
悩
の
深
さ
へ
の
如
来
の
悲
智

の

"
か
か
わ
り
"
が
生
み
だ
す
「
と
き
」
の
「
な

が
さ
」
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の

「
な
が
さ
」
と

「
な
が
さ
」
の

"
か
か
わ
り
"
は
並
存

的
な
関
係
で
は
な
く
、
「
ま
じ
わ
り
」
の

「
ふ
か

さ
」
な
の
で
あ
る
か
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ら
、
「遭

遇
」
は
両
種
の

「
と
き
の
な
が
さ
」
を
無
限
に
内
含
す
る
そ
れ

ぞ
れ
の

「
刹
那
」
と

「刹
那
」
の

「
切
り
結
び
」
と
し
て
具
ハ現
す
る
。

「
如
来
、
菩
薩
の
行
を
行
ず
る
と
き
」

の

「
一
念

一
刹
那
も
清
浄
真
心

な
ら
ざ
る
」
な
き

「
行
業
」
が

「
一
切
凡
小

一
切
時
」
の

「
虚
仮
諮
偽

の
行
」
「
雑
毒
雑
修
の
善
」
に
か
か
わ
る
。
こ
の

「刹
那
」
と

「刹
那
」

の

「
切
り
結
び
」
が

「
極
限
」
に
凝
縮
さ
れ

「不
可
思
議
」
の
「
遭
遇
」

と

き

と
成
る

そ
の

「時
剋
」
が

「
信
楽
開
発
の

一
念
」
で
あ
り

「
極
促
の
時

と
き

剋
」
な

の
で
あ
る
。
到
底
、
遭
遇
し
が
た
い
如
来
の

「寿
」
と
衆
生
の

と
き

と
き

「
劫
」

が
菩
薩
の

「
五
・
永

の
劫
」
に
お
い
て
、
思
い
も
か
け
ず

「
遭

と

き

遇
」
す
る

二

念
」
で
あ
る
。
道
元
の

「
捷
疾
」
と
い
う
文
字
の
意
味

に
ん

が

「無

上
菩
提
」
を

「
発
心
し
修
行
し
証
果
」
す
る

「
人
」

の

「
修
行

力
」
の

「
つ
よ
さ
」
を

「
は
や
さ
」
に
お
い
て
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
に

は
て
し
ら
ぬ
な
が
さ

対
し
て
、
親
鷲
の

「
極
促
」
は
如
来
の

「
大
悲
」

の

「
無

量

寿
」
が

と
き

「
菩
薩

の
劫
」
に
お
い
て
衆
生
の

「膿
劫
流
転
」
に
切
り
結
ん
で

「
遭

遇
」
の

「刹
那
」
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は

「
は
や
さ
」

な
が
さ

な
が
さ

ち
ぢ

で
は
な

く
、

「
寿
」
が

「
劫

」

を

「
極

」

限

に

「
促

」

め

て

「
煩

悩
」

を

と

き

「
大
悲

心
」

へ
と

「
転

」

ず

る

一
念

慶

喜

の

発

動

的

な

「
時
剋

」

の

「
短

か

さ

」

を

言

い
あ

ら

わ

す
も

の

と
見

る

こ

と
が

で

き
よ

う
。

〇
拙
稿

「
親
鷺
と
道
元
に
お
け
る

"
時
"
の
問

題
」
(
印
度
学
仏
教
学
研
究
第

二
十

一
巻

第

一
号
)
「
親
鷺
と
道
元
に
お
け
る

〃
時
"

の
問
題

(
2
)
」
(
印
度

学
仏
教
学
研
究
第

二
十
三
巻
第

一
号
)
「
親
鷺

と
道
元

に
お
け
る

〃
時
"
の
対

比

(「
実
存
主
義
」
第
六
十
六
号
)
参
照

親
鷺

と
道
元

に
お
け
る

「
時
」

の
問
題
 
(
3
)
 (
岩

本
)
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