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聚
に
住
す
る

こ

と
に

反
す
る

。

　
因
位
と
し

て

の

菩
薩
位
に

は

同
じ

を

用
い

て
、

果
位
の

仏
に

は

等
し
い

の

み
を
用
い

て

い

る
。

信
心
の

人
は

因

位
に

あ
る
者
で

あ
る

。

菩
薩
の

位

で

あ
り、

同
じ
と

表
現
し
て

い

る
。

　
親
鸞
は
、

『

華
厳
経
』

に
浄
土
教
要
素
を

見
て

い

る

の

で

あ
る

。

親
鸞
浄
土
教
に

お

け
る
光
の

形
而
上
学
的
意
義

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

安
藤

　
章
仁

　
あ
ら

ゆ
る

宗
教
に

お
い

て

光
の

持
つ

意
眛
は

大
き
い

が、

親
鸞
に

お
い

て

は
、

光
が

親
鸞
浄
土
教
を
成
立
さ
せ

る

存
在
論
的
意
味
を

持
ち、

し
か

も
多
様
な
理

解
が

示
さ
れ
る

と
こ

ろ

に

特
徴
が

あ
る

。

特
に

晩
年
七

十
代

か
ら

光
に

対
す
る

関
心
は

顕
著
に
深
ま
っ

て

い

く
。

　
親
鸞
の

光
に

関
す
る

用
語
例
を
調
べ

る

と
、

大
別
し
て

六

つ

の

理
解
が

あ
る

こ

と
が
わ
か
る

。

一

つ

は
、

光
と
し

て

の

仏
身
仏
土

で

あ
る

。

阿
弥

陀
の

言
語
や
「

浄
土

三

部
経
」

に

導
か

れ
な

が
ら

親
鸞
は

、

漢
語
和
語
の

白
著
の

中
で

光
と

し
て

の

仏
身
仏
土

論
を

展
開
し
て

い

る
。

二

つ

に

は
、

『

弥
陀
如

来
名
号
徳
』

の

清

浄
、

歓
喜、

智
慧
光
の

解
説
に

み
ら
れ
る

法

蔵
菩
薩
の

菩

薩
行
に

成
立

根
拠
を
も
つ

光
で

あ
る

。

こ

の

三

光
へ

の

注
視

は
、

玄
一

『

無
量

寿
経
記
』

や
憬
興
『

述

文
讃
』

と

い

っ

た

新
羅
浄
土

教

典
籍
か

ら
源

信
、

法
然
に

伝
承
さ
れ
る

日

本
浄
土
教
を

受
け
る

も
の

で

あ

り、

光
の

成
立
を

法
蔵
因
位
に

求
め
る

親
鸞
オ
リ

ジ

ナ

ル

の

理
論
的
根
拠

は

＝

念
多
念
文

意
』

の

二

種
法
身
論
に

示
さ
れ

て

い

る
。

三

つ

め

は

光

の

本
質
を
智
慧
と
し

、

ま
た

慈
悲
の

は
た
ら
き
と
み

る
こ

と
で

あ
る

。

光

と

し
て

の

智
慧
は
、

救
済
の

根
拠
で

あ
り

、

仏
名
の

根
拠
と
も
な
る

の

で
、

親
鸞
浄
土

教
に
お
い

て

は

大
切
な
理
解
で

あ
る

。

ま
た、

光
、

智
慧

、

慈

悲
を
有
機
的
な
無

限
の

は

た
ら

き
と
し
て

捉
え
る

の

も

親
鸞
の

光
に

関

す

る

大
乗
仏
教
的
理

解
で

あ
る

。

四
つ

め
は

、

は
た
ら
き
と
し
て

の

光
で

あ

る
。

こ

こ

で

は、

浄
土

教
の

伝
統
に

基
づ

き
無

明
の

闇
を
破

す
救
済
の

は

た

ら
き
と
し
て

光
が
捉
え
ら
れ
て

い

る
。

特
に

心
光
は
、

親

鸞
浄
土
教
に

お

い

て

実
存
の

深
み

を

照
ら

す
と
と

も
に

救
い

の

現
生

性
に

関
わ
る

点
で

重
要
で

あ
る

。

ま
た

、

光
号
因
縁
で

は

親
鸞
浄
土
教
に

お
け
る

仏
道
成
立

の

契
機
と

し
て

光
明
が

取
り
上

げ
ら
れ
て

い

る
。

救
済
と
し
て

の

は
た
ら

き
だ

け
で

は

な
く、

仏

道
成
立

の

要
因
と

す
る
と
こ

ろ

に

親
鸞
に
お
け
る

多
様
な

光
の

は
た

ら
き
を
見
る

こ

と

が
で

き
る

。

五
つ

め
は
、

聞
光
力

、

香
光

荘
厳
の

語
に

み
る

感

官
に

展

開
す
る

光
で

あ
る

。

こ

れ
ら

の

用
語

は
、

厳
密
に

経
典
に

基
づ

く
も
の

で
、

受
け
手
の

感
覚
的
ク
オ
リ
ア

で

は

な
い

。

「

信
文
類
」

に
も

触
光
柔
軟
の

願
が

引
用
さ
れ
、

真
仏

弟
子
の

在

り
方
を

規
定
し
て

い

る

が
、

感
官
に

関
わ

る
光
の

表
現
は、

実
体
化
さ
れ

る

も
の

で

は

な
く

「

衆
生
ヲ

仏
道
ニ

イ

ラ
シ

ム

ル
」

（

『

浄
土
和

讃
』

）

は

た

ら

き
と

し
て

み
る

べ

き
で

あ
る
。

六

つ

め

は
、

広
略
相
入
に

み
る

光
で

あ

る
。

こ

こ

で

は

親
鸞
浄
土

教
に

お
け
る

光
の

成
立

根
拠
が
示
さ
れ
る

と
と

も
に

、

限
定
さ
れ

る
こ

と
の

な

い

光
の

原
意
が

明
ら
か

に
さ
れ
て

い

る
。

　

親
鸞
浄
土

教
に

お
け
る

光
の

問
題

で

特
徴
的
な
こ

と
は
、

親
鸞
が

光
を

色
、

形
、

言
葉
な

ど

で

具
象
的
に

表
現
し
て

い

る

こ

と
で

あ
る

。

上

下
の

賛
銘
が

親
鸞
自
筆
の

専
修
寺
本
「

紺
地

十
字
名
号
」

「

黄
地
十

字
名

号
」

、

妙
源

寺
本
「

光
明

本
尊
」

の

中

幅
に

は
、

そ
れ

ぞ
れ

控
え
め

に

細
い

波

状
、

地

色
そ
の

も
の

を

光
と

見
立
て

る
、

広
巾
の

波
状
と

い

っ

た

三

様
の

光
が

具
象
化
さ

れ

て

い

る
。

こ

こ

で

は

光
は
、

画
一

化
さ
れ

ず
に

仄
か

に

形

象
化
さ
れ
て

い

る
。

さ

ら

に

親
鸞
は

、

言
葉
と

し
て

「

歸
命
盡
十
方
无

碍

光
如
来
」

「

南
无

不
可
思
議
光
如
来
」

「

南
无
不
可
思

議
光
佛
」

と
い

っ
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た

複
数
の

光
の

仏
名
を
本
尊
と

し
て

製

作
し
て

い

る
。

光
を

具
象
化

す
る

に

あ
た

っ

て
一

つ

の

形
や

言

葉
に

限
定
し
て

い

な
い

と
こ

ろ

に、

親

鸞
浄

土

教
に

お
け
る

光
の

原
意
が

反
映
さ
れ
て

い

る
。

あ
わ
せ
て、

そ
の

原

意

が
理

論
に

と

ど
ま
る

の

で

は
な
く、

実

践
的
に

躍
動
す
る

こ

と
を
実

証
し

て

い

る

と
こ

ろ

に

親
鸞
に

お

け
る

光
の

捉
え

方
の

特
徴
が

あ
る

。

　
以
上、

親

鸞
に

お
け
る

光
の

多
様
的
理

解
と

具
象
的
表
現
を
概

観
し
て

明
ら
か

に

な
る

こ

と
は

、

親
鸞
浄
土
教
に

お

い

て

は
、

光
は
ダ
イ
ナ

ミ

ッ

ク

な
は

た
ら
き
と
し

て

意
味
を
持
っ

て

い

る

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

そ
こ

で

は

自
然
の

事
象
と
し
て

の

光
を

観
念
に

と
ど
め

る

の

で

は
な

く
、

真
実

の

は

た

ら

き
と
し
て

多
様
に

展
開
さ
せ

て

い

る
。

メ

タ

フ

ァ

ー

と
し

て

の

光、

具
象
化
さ

れ
る

光
は

、

実
体
的
に

捉
え
や

す
い

が
、

親
鸞
浄
土

教
に

お
い

て

光
に

関
わ
る

場
に

は
、

常
に

広
略
相
人
で

示
さ
れ

る

光
が

成
立

す

る

存
在
論
的
意
義
が

作
用
し

て

い

る
。

こ

の

よ

う
に

親
鸞
浄
土

教
に

お

け

る

光
は
、

対
象
化
さ

れ

な

い

思
想
的
実
践
的
基

盤
に

成
立

し

て

い

る

と
こ

ろ
に
形
而
上

的
意
義
が

あ
る
。

『

教
行
信
証
』

に

お

け
る

阿
闇
世
の

救
済
と

逆

謗
除
取

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

林
　
　
智
康

　

親
鸞
聖
人
は

主

著
『

教
行
信
証
』

教
巻
に

、

「

夫
顕
真
実
教
者

、

則
『

大

無
量

寿
経
』

是
也
」

と
、

真
実
の

教
と

し
て

『

大
経
』

を

述
べ

て

い

る
。

そ
し
て

信
巻
の

初
め

に

は

『

大
経
』

の

第
十
八

願
文
と

第
十
八

願
成
就
文

を

引
い

て
、

「

設
我
得
仏、

十
方
衆
生

、

至

心
信

楽
、

欲
生

我
国、

乃

至

十

念
、

若
不
生
者

、

不
取
正
覚

。

唯
除
五

逆
誹
謗
正

法
」

「

諸
有

衆
生
、

聞

其
名
号
信
心
歓
喜、

乃
至
一

念、

至
心
回
向

。

願
生
彼
国、

即
得
往
生

住

不
退
転

。

唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」

と

述
べ

て

い

る
。

　

両
文
の

最
後
に

あ
る

「

唯
除
五

逆
誹
謗
正

法
」

の

文

を、

親
鸞
聖
人
は

『

尊
号
真
像
銘
文
』

に、

又
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
〉

と

い

ふ
は

、

〈
唯
除
〉

と
い

ふ

は

た
だ
除

く
と
い

ふ

こ

と
ば

な
り。

五

逆
の

つ

み
び

と
を
き
ら
ひ

誹
謗
の

お

も

き
と
が

を
し
ら

せ

ん

と

な
り。

こ

の

ふ

た
つ

の

罪
の

お
も
き

こ

と

を

し
め

し

て
、

十
方
一

切
の

衆
生
み

な
も
れ

ず
往
生
す
べ

し
と
し
ら

せ

ん

と

な
り
」

と
、

五

逆

罪
と

謗
法
罪
が

重
罪
で

あ
る

こ

と

を
示
し
て、

す
べ

て

の

衆
生
を

も
ら

さ

ず
浄
土
に

往
生

さ
せ

る

の

で

あ
る

と
述
べ

ら
れ

て

い

る
。

　

信
巻
の

後
半
に

お

い

て

は

『

涅
槃
経
』

四

文
が

連
引
さ
れ
て

い

る
。

初

め

の

現
病
品
に

、

難
治
の

三

病
と

し
て
、

謗
大
乗、

五

逆
罪、

一

闡
提
を

挙
げ
て
、

こ

の

三

病
は

極
重
で

声
聞
・

縁
覚
・

菩
薩
の

三
乗
で

は
治
す
こ

と

が
で

き
な
い

と

述
べ

る
。

そ
し
て
、

続
く
梵
行
品
二

文
に

お
い

て
、

五

逆
罪
の

代
表
と

し

て

阿
闍
世
の

救
済
に
つ

い

て

詳
細
に

述
べ

ら
れ
る

。

初

め

の

梵
行
品
で

は
、

阿
闍
世
は

六
臣
に
よ

る
六
師
外
道
の

説
を
斥

け
て、

耆
婆
に

よ
っ

て

慚
愧
の

心
を
生

じ
て

仏

法
に
め

ざ
め

て

い

く
。

こ

こ

で

は
、

六
臣
の
一

人

で

あ
る

悉
知
義
が、

過
去
・

現
在
の

殺
父
の

悪
王
の

名

を

列
ね
て、

阿
闍
世
の

無
罪
を

主
張
し
て

い

る
。

次
の

梵
行
品
に

お
い

て

は
、

釈
尊
は

涅
槃
に

入
ら

ず
月
愛
三

昧
に
よ
っ

て
、

阿

閣
世
に

無

根
の

信

を

生
じ
さ
せ

る
。

最
後
の

迦
葉
品
に
お
い

て

は
、

耆

婆
が
阿

闍
世
に

殺
父

と

殺
須
陀
沍
（
聖
者
の

位
に
つ

い

た

父

王）

の

二

重
の

罪
業
は

、

仏
陀
以

外
は
除
く
こ

と

が

で

き
な
い

と

諭
し
て

い

る
。

　
こ

れ
ら
の

『

涅
槃
経
』

の

文
を
承
け
て、

聖
人
は

難
化
の

三

機
・

難

治

の

三

病
は
大
悲
の

弘
誓、

利
他
の

信
海

、

す
な
わ

ち

本
願
醍

醐
の

妙
薬
に

よ

っ

て

治
療
さ
れ
る

と

述
べ

ら
れ
る

。

　

続
い

て、

「

難
化
の

機
」

に

つ

い

て
、

『
大
経
』

の

「

唯
除
五

逆

誹
謗
正
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