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善
導
教
学
に
お
け
る
罪
悪
救
済
思
想

中

村

英

龍

一

「唯
除
」
の
解
釈

善
導
教
学
に
お
け
る
、
造
悪
救
済
は
、
『大
経
』
と

『観
経
』
の

「唯

除
」
の
語

に
見
ら
れ
る
衆
生
救
済

の
構
造
の
相
違
に
つ
い
て
な
さ
れ
た

曇
驚

の

『論
註
』

「八
番
問
答
」
を
手
が
か
り
と
し
、
罪
の
軽
重
と
い

う
問
題
を
展
開
し
て
、
罪
の
已
造

・
未
造
と
い
う
関
係
か
ら

「唯
除
」

に
抑
止
門

を
開
設
し
て
い
る
。
こ
の
抑
止
門
設
立
の
意
義
は
、
『論
註
』

に
お
け
る

「唯
除
」
と
罪

の
軽
重

の
関
連
が
、
善
導
に
お
い
て
は

「唯

除
」
の
語
義
は
廻
心
の
問
題
と
密
接
に
関
連
を
持

つ
こ
と
を
示
す
。
こ

こ
に
善
導

の
凡
夫
観
を
合
わ
せ
て
考
え
た
場
合
、
九
品
の
衆
生
は
す
べ

て
遇
縁
性
な
る
存
在
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持

つ
。

九
品
す
べ
て
が
遇
縁
性
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は

一
閲
堤
も
例
外

で
は

な
く
、
そ
の
罪
業
が
機
の
固
定
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
遇
悪
縁
に
よ

る
も
の
と
し
て
、
「諦
法
閾
堤
廻
心
皆
往
」
(七
祖
篇
五
八
七
頁
)
と
弥
陀

の
慈
悲
性

を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
未
造
の
者
に
は
自
己
の

善
性
に
よ
り
て
罪
を
犯
さ
な
い
の
で
は
な
く
、
自
己
な
る
存
在
が
現
在

悪
縁
に
遇

つ
て
い
な
い
に
過
ぎ
な
い

「無
有
出
離
之
縁
」
な
る
自
覚
を

意
識
せ
し
め
、
已
造
の
者
に
は
堕
地
獄
の
苦
を
示
す
こ
と
に
よ
り
犯
し

た
罪
性

の
重
き
を
自
覚
せ
し
め
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

「然
る

に
諺
法
の
罪
は
未
だ
為
ら
ず

(略
)
此
は
未
造
業
に
就
き
て
解
す
。
も

し
造
ら
ば
、
還
り
て
摂
し
て
生
ず
る
こ
と
を
得

し
め
る
」
(七
祖
篇
五
六

一
頁
)
と
あ
る
の
は
、
そ
こ
に
漸
憶
を
通
じ
て
廻
心
の
道
が
開
か
れ
る

こ
と
に
お
い
て
弥
陀
の
慈
悲
深
厚
性
と
の
値
遇

の
可
能
性
を
示
し
、
問

答
の
発
端
と
な
る

『浄
土
論
』
の

「普
共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
」
(七
祖

篇
三
六
頁
)
の
対
象
者
の
具
体
性
を

「諺
法
閾
堤
廻
心
皆
往
」
と
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

二

廻
心
の
可
能
性

善
導
は
臨
終
に
お
い
て
機
の
精
神
的
内
面
に
地
獄
の
猛
火
が
出
現
す

る
と
い
う
事
実
を
教
訓
と
し
て
仏
道
修
業
者
に
俄
悔
道
を
奨
励
す
る
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
経
文
に
あ
る

「唯

除
」
の
問
題
か
ら

「普

共
諸
衆
生
往
生
安
楽
国
」
の
対
象
を

「諦
法
閾
堤
廻
心
皆
往
」
(七
祖
篇
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五
八
七
頁
)
と
具
体
的
に
示
し
た
善
導
に
お
い
て
、
造
悪

の
機
に
お
け

る
廻
心

の
可
能
性
は
、
そ
の
存
在
性
が

「漸
椀
あ
る
こ
と
な
き
」
と
定

義
さ
れ

る
と
お
り
、
単
に
人
生
最
後

の
臨
終
時
に
限
定
さ
れ
る
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
廻
心
の
可
能
性

は
い
か
な
る
境
遇
に
見
い
だ
せ
る
の
か
。

造
悪

の
機
に
お
け
る
廻
心
を
見
る
場
合
、
ま
ず
善
導
の
著
書
に
お
け

る

「臨
終
」
と
い
う
語
の
使
用
例
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「終

り
に
臨

み
て
善
に
よ
り
て
、
仏
の
願
力
に
乗
じ
て
乃
ち
往
生
を
得
」
(七

祖
篇
三
五
九
頁
)
と
あ
る
、「終
り
に
臨
み
て
」
と

い
う
語
は
、
本
来
、
仏

道
修
行

の
目
的
が
往
生
浄
土
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
浄
土
に
往
生
す
る
こ

と
を
以
て
仏
の
救
い
の
完
成
と
見
る
。
凡
夫
に
お
い
て
は
ま
さ
に
命
の

「終
る
時
」
で
あ
る
客
観
的
事
実
と
し
て
の
臨
終
時
が
往
生
浄
土

の
契

機
と
な

る
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
臨
終
時
に
お
け
る

漸
憶
↓
廻
心
↓
称
名
↓
往
生
と
い
う

一
連

の
流
れ
の
中

で
、
廻
心
と
い

う
こ
と

よ
り
も
主
に
往
生
浄
土
と
い
う
仏
道
本
来

の
目
的
に
焦
点
を
当

て
て

「終
り
に
臨
み
て
」
と
い
う
臨
終
が
説
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
ま
た
そ
こ
で
廻
心
を
臨
終
時
と
す
る
こ
と
は
、
「漸
悦
あ
る

こ
と
な
き
」
と
い
う
造
悪

の
機

の
本
来

の
存
在
性

の
定
義
の
上
に
お
い

て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
臨
終
に
地
獄

の
猛
火
を
前
に
は
じ
め

て
お
こ
す
廻
心
念
仏
と
同
時
に
往
生
が
確
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
廻
心

の
可
能
性
巴
い
う
視
点
か
ら
見
た
場
合
、
こ
こ
で
は
客
観

的
事
実

と
し
て
人
生
最
後
の
命
終
時
に
加
え
て
、
精
神
的
自
覚
と
し
て

味
わ
う
命
終
感
と
い
う
意
味
合
い
が
窺
わ
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ

は

「二
河
讐
喩
」
で
い
え
ば

「我
今
廻
ら
ば
亦
死
せ
む
。
住
ま
ら
ば
亦

死
せ
む
。
去
か
ば
亦
死
せ
む
」

(七
祖
篇
五
二
九
頁
)
と
い
う
三
定
死
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
人
間

の
究
極
の
心
理
状
態

を
示
す
の
で
は
あ
る
が
、

「王
舎
城

の
悲
劇
」
に
登
場
す
る
阿
閣
世
を
例

に
と
れ
ば
、
父
王
殺
害

に
よ
っ
て
そ
の
境
遇
に
顕
れ
る

「我
い
ま
こ
の
身
に
す
で
に
華
報
を
受

け
た
り
。
地
獄
の
果
報
、
ま
さ
に
近
づ
き
て
遠
か
ら
ず
」
と
い
う
、
ま

さ
に
機

の
内
面
に
精
神
的
に
自
覚
さ
れ
る
命
終
感
の
そ
の
時
が
廻
心
の

契
機
で
あ
り
、
信
獲
得
の
機
縁
と
な
り
得
る

こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

三

「王
舎
城

の
悲
劇
」
に
見
ら
れ
る
救

い
の
意
義

で
は
、
客
観
的
事
実
と
し
て
あ
る
人
生
最
後

の
臨
終
に
加
え
て
、
精

神
的
自
覚
と
し
て
味
わ
う
命
終
感
と
は
い
か
な

る
意
味
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
の
か
。
こ
こ
で
は

『観
経
』
(或
い
は

『浬
藥
経
』)
の

「王
舎
城
の

悲
劇
」
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
登
場
人
物
の
救

い
を
例
に
あ
げ
て
考
え
て
み

た
い
。
「王
舎
城
の
悲
劇
」
を
モ
チ
ー
フ
と
す

る
衆
生

の
救
い
は
往
生

浄
土
を
前
提
と
七
な
が
ら
も
、
請
法
か
ら
受
法

の
過
程
に
精
神
的
救
済

面
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
で
き
る
。

父
王
の
場
合
、
父
王
が
幽
閉
さ
れ
た
牢
獄

の
中
で
受
戒
を
求
め
た
機

縁
は
、

「念
々
の
中
に
人
の
喚
び
殺
す
こ
と
を
畏
る
」

(七
祖
篇
四
〇
三

頁
)
と
い
う
、
父
王
自
身
の
心
中
に
芽
生
え
た
精
神
的
命
終
感
で
あ
る
。
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父
王
は
幽
閉
さ
れ
た
三
七
日
の
間
、
八
戒
を
授
か
る
中
に
自
我
愛
の
人

間
的
迷
妄
性
の
解
消
を
得

「光
の
頂
を
照
ら
す
こ
と
を
蒙
り
て
心
眼
開

く
る
こ
と
を
得
て
、
障
隔
多
し
と
離
も
自
然
に
相
見
」
(七
祖
篇
四
二
八

頁
)
る
こ
乏
を
得
た
事
実
を
説
示
し
て
い
る
。
ま
た
章
堤
希
の
場
合
、

章
堤
希
は
阿
閣
世
の
野
心
渦
巻
く
中
に
、
か
ろ
う
じ
て
命
は
助
け
ら
れ

た
も
の
の
、
飢
餓
に
苦
し
む
王
を
案
じ
つ
つ
、
欲
望
に
満
ち
た
親
子
の

因
果
関
係
を
嘆
く
気
持
ち
か
ら
、
絶
望
的
な

「世
の
非
常

(無
常
)
性
」

(七
祖
篇
四
二
一
頁
)
を
感
受
し
て
い
る
。
こ
の
章
堤
希
の
感
受
し
た

「世

の
非
常
性
」
は
、
こ
こ
で
は
個
の
命
終
感
か
ら
広
く
世

の
無
常
感
と
展

開
し
て
、
こ
こ
に
濁
世
を
離
れ

「清
浄
業
処
」
を
求
め
る
章
堤
希

の
請

い
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
章
堤
希
の
得
た
無
生
忍

の
世
界
は
、
「広

く
浄
土

の
法
門
を
開
け
ば
、
直
章
堤

の
み
去
く
こ
と
を
得
る
に
非
ず
、

有
識
こ
れ
を
開
き
て
皆
往
く
」
(七
祖
篇
四
二
七
頁
)
と
い
う
章
堤
希
個

人
の
み
な
ら
ず
、
王
の
得
益
の
確
信
を
得
た
と
こ
ろ
に
章
堤
希
の
精
神

的
な
救
済
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

で
は
阿
閣
世
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
阿
闊
世
は
父
王
殺
害
な

る
罪
業

の
も
と
に
心
に
悔
熱
を
生
じ
、

「我
い
ま
こ
の
身
に
す
で
に
華

報
を
受

け
た
り
。
地
獄
の
果
報
、
ま
さ
に
近
づ
き
て
遠
か
ら
」
ざ
る
存

在
で
あ
る
こ
と
を
章
堤
希
に
告
白
す
る
。
善
導

の
著
書
全
般
に
、
臨
終

に
お
け

る
造
悪
の
機
相
に
地
獄
の
猛
火
が
出
現
す
る
こ
と
の
著
述
は
、

こ
の
阿
閣
世
自
ら
の
悔
恨
の
心
相
を
公
開
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
阿
閣
世
の
内
面
に
廻
心
を
お
こ
さ
し
め
る
機
縁
と
な
る
も
の
が
、

「
二
河
讐
喩
」

の
三
定
死
に
あ
る
人
間

の
究
極
的
な
心
理
状
態
、
-っ
ま

り
精
神
的
命
終
感

で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
父
王
や
章
堤
希
は
、
仏

教
擁
護
者
と
い
う
立
場
の
境
遇
的
宗
教
生
活
か

ら
、
阿
闊
世
の
逆
害
に

よ
っ
て
味
わ
う
精
神
的
命
終
感
を
契
…機
と
し

て
心
的
宗
教
生
活
に
入
る

こ
と
で

一
種
の
精
神
的
救
済
を
得
て
い
る
。
阿
閣
世
に
お
け
る
三
定
死

境
遇
は
、
六
師
外
道
に
よ
る
阿
閣
世
の
行
為
を

「是
」
と
す
る
精
神
回

避
論
に
廻
る
こ
と
も
で
ぎ
ず
、
現
状
に
住
ま
る
も
身
体
に
で
き
た
瘡
毒

に
苦
し
め
ら
れ
、
ま
た
去
か
ん
と
し
て
も
既
に
目
の
前
に
は
地
獄
の
猛

火
が
現
れ
て
い
る
。
こ
の
精
神
的
命
終
感
を
味

わ
う
時
、
阿
閣
世
の
存

在
は

「独
生

・
独
死

・
独
去

・
独
来
」
と
い
う
宗
教
的
枠
組
み
の
中
に

あ
り
、
善
知
識
者
婆
の
勧
め
に
よ
っ
て
漸
慌

の
行
為

へ
と
導
か
れ
る
心

的
宗
教
生
活

へ
の
入
り
口
が
開
か
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

漸
憶
に
よ
っ
て
滅
罪
を
得
る
こ
と
は
、
罪
そ

の
も

の
の
消
滅
と
い
う
意

味
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
法
、

つ
ま
り
真
理

に
支
え
ら
れ
て
精
神
的
に

人
間
性

の
回
復
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
漸
慌
に
よ
っ

て
無
根

の
信
を
得
た
阿
閣
世
の
心
相
に
は
、

「我

い
ま
未
だ
死
せ
ず
し

て
す
で
に
天
身
を
得
た
り
。
命
短
き
を
捨
て
て
長
命
を
得
、
無
常

の
身

を
捨
て
て
常
身
を
得
た
り
。
諸
の
衆
生
を
し

て
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
薩

を
発
せ
し
む
」
(大
正
蔵
巻

一
二
-
七

一
七
上
二

一
)
と
、
仏
に
よ
る
精
神

的
救
済
を
自
覚
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
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四
九

四

善
知
識
な
る
存
在

王
舎
城
に
お
け
る
親
子
の
憎
愛
劇
の
中
で
、
父
王
、
章
堤
希
、
阿
閣

世
は
そ
れ
ぞ
れ
受
戒
、
観
法
、
無
根
の
信
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
精
神
的

救
い
を
得
る
。
救
い
を
得
る
ま
で
の
道
程
は
各
々
違
う
が
、
真
心
徹
倒

し
て
仏
を
求
め
る
に
至
る
機
縁
が
ま
さ
に
精
神
的
自
覚
と
し
て
捉
え
ら

れ
た
命
終
感
と
い
う
意
識

で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
衆

生
の
機
を
九
品
に
分
類
す
る
な
か
、
特
に
下
品
生

の
心
的
宗
教
生
活

へ

の
帰
入

は
、
善
知
識

の
存
在
が
絶
対
必
要
条
件
と
な
る
。
阿
閣
世
を
代

表
と
す

る
下
品
生
の
境
遇
的
機
性
は
、
信
無
根
な
る
存
在

で
あ
る
。
阿

闊
世
は
王
族

の
継
承
者
と

い
う
立
場
に
あ
り
、
城
内
に
お
い
て
者
婆
と

い
う
善
友

に
恵
ま
れ
た
が
、
こ
れ
を
現
実
的
に
考
え
れ
ば
信
無
根
な
る

造
悪

の
機

に
お
い
て
仏
法

へ
導
く
善
知
識
と
の
値
遇

の
可
能
性
は
ほ
と

ん
ど
薄

い
と
い
わ
ざ

る
を
得
な

い
。
こ
こ
に
善
導

の

「諺
法
閾
堤
廻
心

皆
住
」

の
思
想
的
発
揮
も
、
た
と
え
そ
れ
が
客
観
的
事
実
と
し
て
の
臨

終
時
で
あ

っ
て
も
、
あ
く
ま
で
わ
ず
か
な
可
能
性
と
し
て
の
範
疇
に
と

ど
ま
る

の
で
あ
る
が
、
あ
え
て
そ
の
可
能
性
を
補
足
す
れ
ば
、
『浬
藥

経
』
(善
導
の
著
書
に

『浬
盤
経
』
の
引
用
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
)
に

お
け
る
阿
闊
世

の
仏
法
帰
入
の
過
程
に
、
善
知
識
と
し
て
登
場
す
る
者

婆
の
他

に
空
中
よ
り
父
王
の
勧
声

(大
正
蔵
十
二
巻
七
二
一二
頁
中
二
〇
行
)

が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
父
王
の
勧
声
の
意
義
は
、
究
極
的
に
は
造
悪

の

機
に
お
け

る
廻
心

の
過
程

に
お
い
て
、
自
己
の
悪
縁
に
何
ら
か
の
宗
教

的
意
味
を
見
い
だ
し
、
悪
縁
そ
の
も
の
を
仏
縁
と
す
る
発
想
的
転
換

の

な
か
で
、
罪
業
を
通
じ
て
関
わ
る
人
間
の
因
果
関
係
の
存
在
が
、
そ
の

罪
の
悔
恨
ま
た
は
漸
悦
心
の
な
か
に
人
間
性
の
回
復
を
願
う
善
知
識
な

る
存
在
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
窺
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
衆
生
の
側
に
お
け
ば
意
識
す
る
可
能
性
の
問
題
で
あ
る

が
、
仏
法
よ
り
す
れ
ば
悪
縁

の
な
か
で
の
人
間

の
因
果
関
係
に
究
極
的

な
善
知
識
を
認
め
る
仏
智

の
は
た
ら
き
と
し
て
の
大
慈
悲

の
顕
現
に
極

ま
る
の
で
あ
る
。

小

結

善
導
が
経
文
の

「唯
除
」
の
語
義
に
抑
止
な

る
意
味
合

い
を
認
め
た

そ
の
思
想
的
発
揮
は
、
抑
止

の
心
こ
そ
が
造
悪

の
機
を
廻
心
せ
し
め
ん

と
す
る
慈
悲
の
方
便
態
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ま
た
、
そ
の
廻
心

の
契

機
は
善
導
の
著
述
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
「漸
悦

あ
る
こ
と
な
き
」
と
い

う
存
在
性
の
定
義
よ
り
往
生
浄
土

の
契
機
に
含

め
ら
れ
、
客
観
的
事
実

と
し
て
の
臨
終
時
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際

に
善
導
の
意
図
は
、
臨

終
と
い
う
裏
面
上
の
味
わ
い
を
精
神
的
自
覚
に
よ
る
命
終
感
と
し
て
味

わ
う
と
こ
ろ
に
…機
に
お
け
る
廻
心

の
可
能
性
が
あ
る
と
見
た
も
の
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

<
キ

ー

ワ
ー

ド

>

臨

終

、

廻

心

、

慚

愧

(龍
谷
大
学
大
学
院
研
究
生
)
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