
松
本
史
朗
氏
の
批
判
に
応
え
て

〈
二
種
深
信
〉
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

(そ
の
二
)

ジ
ョ
ア
キ
ン

　

モ
ン
テ
イ

ロ

・
〈宗
学
的
な
方
法
論
〉

浄
土
真
宗
の
伝
統
宗
学
で
は
多
く
の
勝
れ
た
思
想
展
開
が
存
在
す
る
が

〈宗
学
的

方
法
論
〉
そ
の
も
の
は
現
代
の
学
問
で
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
伝
統
の
権
威
を
自
明
の
も
の
に
し
て
い
る
こ
の
方
法
論
で
は
現
代
の
学
問
の
特

色
で
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
社
会
的
な
立
場
性
の
自
覚
と
論
理
的
厳
密
さ
と
無
縁

で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
〈真
俗
二
締
論
〉
の
極
め
て
通
俗
的
な
理
解

を
通
し
て
既
存
の
体
制
を
自
明
の
も
の
に
し
て
い
る
伝
統
宗
学
に
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
、
社
会
的
な
立
場
の
自
覚
は
成
立
し
え
な
い
し
、
そ
し
て
、
〈開
祖
無
謬
論
〉
に
立

脚
し
て
い
る
こ
の
方
法
論
は
開
祖
の
思
想
に
お
け
る
歴
史
的
非
連
続
性
と
論
理
的
に

四

一

た
意
味
と
必
然
性
を
了
解
さ
せ
る
た
め
に
、
〈宗
学
的
方
法
論
〉
と

〈文
献
学
的
、
実

証
主
義
的
な
方
法
論
〉
に
対
す
る
批
判
的
な
検
討
が
必
要
と
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ

る

(2
)O

　

こ
の
検
討
は
次
の
よ
う
な
形
で
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

(

一

)

　

問
題
の
所
在

仏
教
研
究
に
対
す
る
私
の
方
法
論
的
な
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中

国
仏
教
の
思
想
に
お
け
る
善
導

(六

一
三
-
六
八

一
)
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
先
ず

最
初
に
、
仏
教
研
究
に
対
す
る
私
の
こ
れ
ま
で
の
展
開
を
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
学
問
研
究
の
形
式
的
条
件
で
あ
る
問
題
意
識
・

方
法
論
と
対
象
を
問
題
に
し
、
問
題
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
が
、
私
は
こ
こ
で
方
法
論
と
対
象
の
二
つ
に
限
定
し
て
論
を
進
め
た
い
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
方
法
論
の
問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
私
は

〈批
判
教
学
〉
T
)

と
い
う
意
味
で
の

〈宗
学
的
方
法
論
〉
か
ら
出
発
し
て
、
そ
し
て
、
近
代
の
仏
教
研

究
の
あ
り
方
を
代
表
し
て
い
る

〈文
献
学
的
、
実
証
主
義
的
な
方
法
論
〉
か
ら
の
理

論
的
な
手
続
き
を
と
り
な
が
ら
哲
学
的
、
思
想
的
な
方
法
論
と
し
て
の

〈批
判
仏
教

学
〉
に
至
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
〈批
判
仏
教
学
〉
に
展
開
せ
ざ
る
を
お
な
く
な
っ

《
二
種
深
信
》
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

(そ
の
二
)
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盾
矛
す
る
も
の
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
問
特
有
の
論
理
的
な
厳
密
さ

を
不
可
能
に
す
る
の
で
あ
る

(3)O

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

『

四

二

能
な
も
の
と
見
、
無
意
味
な
も
の
と
し
て
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
学

問
に
要
求
す
べ
き
も
の
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
社
会
的
な
立
場
性
の
自
覚
に
基
づ
い

た
論
理
的
な
厳
密
さ
だ
け
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
方
法
論
で
は
論
理
的
に
構
成

さ
れ
た
仮
説
と
の
関
連
に
お
い
て
言
語
学
的
、
歴
史
的
な
観
点
が
使
用
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
代
諸
思
想
と
の
関
連
に
お
い
て
仏
教
特
有
の
論
理
的
主
張

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
こ
の
方
法
論
の
最
終
的
な
目
標
で
あ
る
と
結
論
し
て
も
よ

ろ
し
い

(5
)O

　

仏
教
研
究
に
お
け
る
対
象
の
問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
私
は

〈実
質
的

対
象
〉
と

〈理
論
的
対
象
〉
の
二
つ
に
分
け
て
問
題
の
本
質
を
考
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
〈実
質
的
対
象
〉
と
い
う
も
の
は

〈文
化
〉
や

〈文
明
〉
の
総
体
と
し
て
の

〈中

国
仏
教
〉
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
漢
訳
仏
典
の
知
的
伝
統
を
意
味
す
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
〈理
論
的
対
象
〉
と
い
う
も
の
は
漢
訳
仏
典
の
知
的
伝
統
に
お
け
る
思

想
的
論
点
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
中
国
仏
教
に
お
け
る

〈二

諦
〉
概
念
の
展
開
を
意
味
す
る
の
で
あ
る

(6)O

　

か
か
る

〈
二
諦
〉
概
念
は
、
も
ち
ろ

ん
、
成
実
論
師
が
重
要
視
し
て
い
た

〈約
理
の
二
諦
〉
と
、
三
論
学
派
が
重
要
視
し

て
い
た

〈約
教
の
二
諦
〉
と
い
う
二
つ
の
理
論
領
域
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
た
私
の
方
法
論
的
展
開
と
深
く
連
関
し
て
い
る
も
の
と

し
て
「
二
種
深
信
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て
1
善
導
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
批
判
」

と
い
う
論
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
か
か
る
論
文
は
、
お
そ
ら
く
、
私
が

〈批
判
教
学
〉

と
い
う
立
場
を
捨
て
て
、
〈批
判
仏
教
学
〉
を
展
開
し
て
い
る
頃
の
初
め
て
の
論
文
で

あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
論
文
は
袴
谷
憲
昭
氏
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ

て
氏
の
最
近
の
研
究
に
対
し
て
本
質
的
な
影
響
を
与
え
た
だ
け
で
は
な
く
(7て
松
本

こ
れ
に
対
し
て
私
が
立
脚
し
て
い
る
哲
学
的
、
思
想
的
な
方
法
論
と
し
て
の

〈批

判
仏
教
学
〉
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
社
会
的
な
立
場
性
に
対
す
る
中
立
性
を
不
可

・
〈文
献
学
的
、
実
証
主
義
的
な
方
法
論
〉

〈文
献
学
的
、
実
証
主
義
的
な
方
法
論
〉
と
は
言
語
学
的
、
歴
史
的
な
方
法
論
に
基

づ
い
て
い
る
近
代
的
な
仏
教
研
究
の
あ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
方
法
論
に
お
け
る
言
語

学
的
、
歴
史
的
な
観
点
と
は
現
代
の
仏
教
研
究
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
実
証
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
前
提
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
と

考
え
て
よ
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
社
会
的
な
立
場
性
の
自
覚
に
関
し
て
い
え
ば
、

こ
の
方
法
論
は
極
め
て
欺
隔
的
な
中
立
性
を
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
本
質
的
な
問

題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
在
米
パ
レ
ス
チ
ナ
人
の
思
想
家
の
サ
イ
ド

(
一
九
三
五

-

　

)
が
厳
密
に
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
な
中
立
性
を
主
張
し
て

い
る
こ
の

〈実
証
主
義
〉
と
は
ア
ジ
ア
に
対
す
る
西
洋
の
植
民
地
支
配
を
正
当
化
す

る

〈オ
リ
ヘ
ン
タ
リ
ズ
ム
〉
と
本
質
的
に
連
関
し
て
い
る
が
故
に
こ
の
主
張
は
明
ら

か
に
欺
隔
的
で
あ
る

(4)O

　

論
理
的
な
次
元
に
関
し
て
い
え
ば
、
文
献
解
読
を
極
め
て

記
述
的
な
次
元
に
お
い
て
限
定
し
て
い
る
こ
の

〈実
証
主
義
〉
は
仏
教
特
有
の
論
理

的
構
成
を
不
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
現
代
に
お
け
る
仏
教
特
有
の

論
理
的
構
成
と
信
仰
的
主
体
性
の
成
立
を
不
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
私
に
対
し
て
多
く
の
反
省
点
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
は
松
本
氏
の
批
判
の
論
点
を
ま
と
め
て
反
論
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
松
本

氏
の
批
判
は
仏
教
研
究
の
あ
り
方
と
善
導
の
思
想
に
対
す
る
評
価
を
含
ん
で
い
る
も

の
で
あ
る
が
故
に
私
と
の
本
質
的
な
対
立
点
を
非
常
に
明
確
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

松
本
氏
の
こ
う
し
た
批
判
は
、
ま
た
、
仏
教
と
浄
土
教
の
本
質
に
対
す
る
特
有
の
理

解
と
本
質
的
に
連
関
し
て
い
る
が
故
に
、
こ
の
理
解

へ
の
検
討
か
ら
出
発
す
る
こ
と

は
大
切
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
松
本
氏
は
仏
教
の
本
質
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

史
朗
氏
か
ら
極
め
て
公
正
な
立
場
に
基
づ
い
た
厳
し
い
批
判
の
対
象
に
も
な
っ
た
の

で
あ
る
(8)O
公
正
な
立
場
に
基
づ
い
た
批
判
と
は
学
問
の
積
極
的
な
展
開
に
と
っ
て

　　　

そ
し
て
、

の
最
も
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
私
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
批
判
は
大
き

つ
ま
り
、
「悟
り
」
=

「仏
陀
の
智
慧
」
と
は
、
「縁
起
を
思
惟
す
る
こ
と
」
「縁

起
説
を
対
象
と
す
る
思
考
」
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
勿
論
、

一
生
に

一
回
限
り
の

「体
験
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は

「縁

起
説
を
考
え
続
け
て
い
く
こ
と
」
で
あ
り
、
従
っ
て
、
「縁
起
説
を
考
え
続
け
て

い
く
人
」
を

「仏
陀
」
IB
u
D
D
H
r

　

z
4
め
た
人
)
と
言
う
べ
き
な
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
仏
教
と
は
、
「仏
に
成
る
こ
と
」
を
勧
め
る
教
え
で
あ

る
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
私
は
、
こ
の
最
後
の
結
論
だ

け
を
取
り
出
し
て
、
″
仏
教
と
は
、
仏
に
成
る
教
え
で
あ
る
″
と
い
う
日
本
の
諸

学
者
の
説
明
に
付
随
し
て
な
さ
れ
て
き
た
様
々
の

「本
覚
思
想
」
的
な
解
説
を

正
当
化
し
よ
う
と
は
、
全
く
考
え
て
い
な
い
。
た
だ
仏
教
本
来
の
あ
り
方
に
お

い
て
、
″
仏
に
成
る
″
”悟
る
″
と
い
う
の
が
、
「智
慧
」
で
あ
り
、
「思
考
」
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
も
否
定
さ
れ
る
の
は

″
仏
教
″
を
も
否
定
す
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

(10)o

松
本
氏
は
こ
の
二
文
に
お
い
て
次
の
よ
う
な
二
点
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ

は
、
袴
谷
氏
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に

〈成
仏
〉
思
想
は
原
始
経
典
と
無
縁
の
も
の

で
あ
り
、
後
期
仏
教

(大
乗
仏
教
)
の
通
俗
的
な
展
開
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、

四

三

こ
の
論
文
が
、
「仏
と
成
る
」
tB
U
D
D
H
〇
B
H
A
V
A
T
D

と
い
う
表
現
が
、
仏

典
に
お
い
て
古
い
起
源
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
「紀
元
前
後
に

で
も
な
け
れ
ば
は
っ
き
り
と
は
浮
上
し
て
こ
な
い
新
し
い
考
え
方
」
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
意
義
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
表
現
と
し
て

の

「仏
と
成
る
」
IB
U
D
D
H
O

　

B
H
A
V
A
T
D

に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
、
″成

仏
″
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
が
、
本
来
の
仏
教
、
あ
る
い
は
、
釈
尊
の
仏
教

に
無
か
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
別
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
″
成
仏
″
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
、
″悟
り
″
(圃
〇
D
H
D

を
ど
う
把
え
る
か
と
い
う
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る

(9)O

〈
二
種
深
信
〉
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

(そ
の
二
)
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〈成
仏
〉
思
想
は
仏
教
の
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
世
に
お
け
る
釈
尊
以
外
の

〈成
仏
〉
を
認
め
な
い
原
始
仏
教
の
立
場
を
本

質
的
に
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
問
題
は
原
始
経
典
や
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
文
献

分
析
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に
こ
の
世
に
お
け
る
釈
尊
以
外
の

〈成
仏
〉
を
否

定
す
る

〈釈
迦

一
仏
説
〉
に
基
づ
い
て
仏
と
衆
生
の
本
質
的
な
区
別
を
主
張
す
る
こ

と
は
初
期
仏
教
の
本
質
的
な
特
色
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
松

本
氏
の
こ
の
主
張
に
は
明
確
な
文
献
的
な
根
拠
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

論
理
的
に
い
え
ば
、
仏
と
衆
生
と
の
本
質
的
な
区
別
と
は
宗
教
と
し
て
の
仏
教
の
本

質
的
な
特
色
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
私
に
し
て
見
れ
ば
、
仏
と
衆
生
の
本
質

的
な
区
別
を
抜
き
に
し
て
は
宗
教
と
し
て
の
仏
教
が
成
立
し
え
な
い
し
、
そ
し
て
、

こ
の
区
別
を
無
視
し
て
成
立
し
た

〈成
仏
〉
思
想
は
如
来
蔵
思
想
の
形
成
と
深
く
連

関
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
も
う

一
つ
は
、
〈悟
り
〉
と
い
う
言
語
に
よ
っ
て

〈成
仏
〉
と

〈智
慧
〉
を
切
り
結
ん
で

〈縁
起
を
考
え
続
け
て
い
く
〉
こ
と
を

〈成

仏
〉
の
内
容
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
に
し
て
見
れ
ば
、
〈悟
り
〉
と

い
う
言
語
を
引
き
出
し
に
す
る
必
然
性
を
全
く
了
解
で
き
な
い
が
、
仏
教
は
そ
の
本

質
に
お
い
て

〈智
慧
〉
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
全
面
的
に
賛
成
し
て
い
る
。

問
題
は
、
仏
教
は
そ
の
本
質
に
お
い
て

〈智
慧
〉
の
宗
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
こ

の
世
に
お
い
て
釈
尊
以
外
の

〈成
仏
〉
を
認
め
な
い
立
場
と
の
間
に
本
質
的
な
盾
矛

が
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
故
に
松
本
氏
が
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
意
味
が
私

に
と
っ
て
了
解
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
原
始
仏
教
で
は

〈四
少
門

果
〉
を
通
し
た
仏
弟
了
の
智
慧
の
完
成
が
認
め
ら
れ
て
い
る

石
)
が
、
そ
れ
は

〈成

四
四

仏
〉
と
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
異
質
性
は
そ
の
本
質
に
お
い
て

〈利

一

　

一

　

一

　

魯

　

I

s

　

・

　

一

　

一

　

奉

　

一

　

一

他
〉
の
問
題
と
本
質
的
に
関
わ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
仏
と
阿
羅
漢
と

e

　

・

一

　

l

e

　

・

　

一

　

一

　

e

　

・

　

一

　

e

　

l

　

s

　

I

　

s

　

I

　

一

　

一

　

一

　

一

　

一

一

　

Φ

　

一

　

一

　

ゆ

　

・

　

一

一

　

一

一

は

〈智
慧
〉
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
で
あ
る
と
し
て
も
、
阿
羅
漢
に
は

〈利
他
〉

袴
谷
氏
の
こ
の
論
文
に
お
け
る
ア
イ
デ
ア
が
、
す
で
に
見
た

「成
仏
の
教
」
と

「往
生
の
教
」
と
の
区
別
と
い
う
考
え
方
に
発
展
し
た
の
は
自
明
で
あ
る
が
、
私

は
い
か
に
考
え
て
見
て
も
、
「往
生
」
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
、
知
的
な
内
容

を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
こ
に

″
仏
教
″
の
本
質
を
認
め
る
こ

と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
人
が

「往
生
」
し
た
あ
と
、
そ
の
先
に
あ
る
と
さ

れ
る
理
想
は

「成
仏
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
こ
の

「成
仏
」
「悟

り
」
「智
慧
」
と
い
う
理
想
が
な
け
れ
ば
、
「往
生
」
そ
れ
自
体
に
仏
教
的
な
意

―

　

―

　

―

　

―

　

-

　

-

　

-

　

-

の
能
力
が
欠
落
し
て
い
る
が
故
に
仏
の
み
が
救
済
者
で
あ
り
え
る
の
で
あ
る
か
ら
で

・

　

一

一

　

・

　

e

　

一

・

　

一

　

e

　

4

　

一

　

・

　

e

　

l

　

一

　

一

　

一

　

・

　

・

　

・

　

・

　

一

　

争

　

争

　

e

　

l

　

・

　

一

　

一

　

一

　

一

　

一

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
区
別
は
仏
教
を
宗
教
と
し
て
成
立
さ
せ
る
最
も
本
質
的
な
も

e

　

s

　

一

　

e

　

一

　

一

　

一

　

一

　

・

　

・

　

一

　

s

　

奉

の
で
あ
る
と
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
〈智
慧
〉
は

「縁
起
を
考
え
続
け
て
い
く
」
こ
と

を
文
献
的
に
論
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
主
張
は

論
理
的
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
認
め
て
も
よ
い
が
、
「縁
起
を
考
え
続
け
て
い
く
」

=

〈成
仏
〉
と
す
る
発
想
は
正
し
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
仏
教

に
お
け
る
仏
と
衆
生
の
本
質
的
な
区
別
を
否
定
す
る
松
本
氏
の

〈成
仏
〉
理
解
に
は

説
得
力
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
見
解
は
松
本
氏
の
浄
土
教
理
解
と
深
い

関
連
を
持
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
松
本
氏
は
浄
土
教
を
次
の
よ
う
に
了

解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。



こ
こ
で
モ
ン
テ
イ
ロ
氏
は
、
二
種
深
信
の
う
ち
、
「機
の
深
信
」
の
方
に
、
「宗

教
的
時
間
性
」
と
し
て
の
仏
教
の
正
し
い

「因
果
」
説
、
縁
起
説
を
認
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
考
察
を
優
れ
た
も
の
と
は
認
め
つ
つ
も
、
「機
の

深
信
」
を

「宗
教
的
時
間
性
」
と
い
う
概
念
を
媒
介
と
し
て
、
仏
教
の

「縁
起

説
」
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
、や
は
り
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

確
し
か
に
私
は
、
仏
教
の
縁
起
説
は

「宗
教
的
時
間
」
ま
た
は
、
「宗
教
的
時

間
性
」
を
説
く
も
の
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

「縁
起
説
」
と

「宗
教
的

時
間
性
」
の
関
係

(縁
起
説
←
宗
教
的
時
間
性
)
を
逆
に
し
て
、
″
「宗
教
的
時

間
性
」
を
説
く
も
の
は
す
べ
て

「縁
起
説
」
で
あ
る
″
と
述
べ
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
も
キ
ル
カ
ゴ
ー
ル
も
、

あ
る
い
は
ガ
フ
ガ
で
さ
え
も

「縁
起
説
」
を
説
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
″
二
種
深
信
″
を

「深
信
因
果
」
や
縁
起
説
に
結
び

つ
け
る
こ
と
は
、
幾
重
も
の
解
釈
を
媒
介
と
し
た
上
で
な
け
れ
ば
、
不
可
能
だ

と
思
わ
れ
る

(14)O

義
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

(U)O

松
本
氏
は
こ
の
文
に
お
い
て
浄
土
教
に
お
け
る
知
的
内
容
の
欠
落
に
基
づ
い
て
〈往

生
〉
に
お
け
る
仏
教
的
な
意
義
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈往
生
〉
と

い
う
も
の
は

〈成
仏
〉
〈悟
り
〉
〈智
慧
〉
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
に
し
て
仏
教
的

な
意
味
を
持
ち
う
る
な
の
で
あ
っ
て
、
〈往
生
〉
そ
の
も
の
に
は
仏
教
的
な
意
味
が
な

い
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
は
浄
土
教
を

〈方
便
〉
と
し
て
限
定
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
仏
教
と
し
て
の
浄
土
教
特
有
の
主
張
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
問
題
は
、
文
献
分
析
か
ら
考
え
て
見
て
も
、
浄
土
教
典
に
対
す
る
論
理
的
分

析
か
ら
考
え
て
見
て
も
、
浄
土
教
に
お
け
る

〈信
〉
と
は

〈智
慧
〉
と
本
質
的
に
連

関
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
〈往
生
〉
そ
の
も
の
は
原
始
仏
教
の

〈四
少
門
果
〉
と

本
質
的
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る

(U)O

　

〈往
生
〉
と

〈成
仏
〉
と
の
関
係
に
関
し

て
い
え
ば
、
浄
土
教
典
は

〈成
仏
〉
を
容
認
し
て
い
る
点
に
お
い
て
大
乗
仏
教
の
通

俗
的
性
格
と
は
決
し
て
無
縁
で
は
な
か
っ
た
が
、
〈成
仏
〉
を
極
楽
に
限
定
し
て
こ
の

世
に
お
け
る
釈
尊
以
外
の
成
仏
を
否
定
す
る
点
に
お
い
て
原
始
仏
教
の

〈
一
仏
説
〉

を
正
し
く
受
け
継
い
だ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
仏
教
と
し
て
の
浄

土
教
特
有
の
主
張
が
充
分
に
成
立
し
う
る
が
故
に
松
本
氏
の
浄
土
教
理
解
に
は
説
得

力
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
解
説
し
た
松
本
氏
の
仏
教
理
解
、
浄
土
教
理

解
と
は
私
の
善
導
理
解
に
対
す
る
批
判
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
批
判
は
次

の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

〈
二
種
深
信
〉
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

(そ
の
二
)

松
本
氏
の
こ
の
主
張
は
私
に
は
奇
妙
な
も
の
と
し
て
映
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
〈
二
種
深
信
〉
と
は

〈縁
起
説
〉
と
無
縁
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た

め
に
そ
の
論
理
的
構
造
を
分
析
し
て
両
者
の
異
質
性
を
論
理
的
に
論
証
す
る
必
要
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
〈
二
種
深
信
〉
の
論
理
的
構
造
に
対
し

て
明
確
な
分
析
を
し
な
い
ま
ま
に

〈縁
起
説
〉
と
の
異
質
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
全

く
根
拠
の
な
い
断
言
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
私
は
、
も
ち
ろ
ん
、
〈宗
教
的

四
五



か
く
し
て
、
本
来
の
議
論
に
も
と
れ
ば
、
善
導
に

「如
来
蔵
思
想
の
否
定
」
を

認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
彼
は
単
に

″如
来
蔵
思
想
は
、
凡
夫
の
為
の
教

で
あ
る
浄
土
教
に
は
適
合
し
な
い
″
と
主
張
し
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は

さ
ら
に
厳
密
に
言
え
ば
、
善
導
は
、
如
来
蔵
思
想
を

「如
来
蔵
思
想
」
と
し
て

把
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
全
く

「法
身
無

色
」
と
い
う
如
来
蔵
思
想
的
三
身
説
に
立
脚
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
如
来
蔵
思

想
的
思
考
法
を
別
に
し
て
、
彼
に
と
っ
て

″
仏
教
と
は
な
に
か
″
と
い
う
問
題

を
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

(17)o

同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
九
号

時
間
性
〉
を
説
く
思
想
の
す
べ
て
は

〈縁
起
説
〉
を
説
て
い
る
と
考
え
た
こ
と
が
な

い
が
、
松
本
氏
が
述
べ
て
い
る
諸
思
想
家
と
は
違
っ
て
善
導
は
仏
教
の
思
想
家
で
あ

る
だ
け
で
は
な
く
、
〈
二
種
深
信
〉
は
そ
の
思
想
の
中
心
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
二
種
深
信
〉
に
対
す
る
論
理
的
分
析
を
抜
き
に
し
て
は
善
導
の
思
想
を
語
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
分
析
を
全
然
展
開
し
て
い
な
い
松
本
氏
の
主
張
は
善
導
の

思
想
を
問
題
に
し
た
と
私
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
以
上
の
よ
う
な

松
本
氏
の
主
張
は
私
の
善
導
理
解
に
対
し
て
の
反
論
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
て

い
る
。
善
導
は
如
来
蔵
思
想
の
批
判
者
で
あ
る
と
い
う
私
の
見
解
に
対
し
て
松
本
氏

は

〈三
身
説
〉
や

〈指
方
立
相
〉
の
よ
う
な
難
点
を
問
題
に
し
な
が
ら
次
の
よ
う
な

主
張
を
展
開
し
て
い
る
。

四
六

蔵
思
想
か
ら
完
全
に
自
由
で
は
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
。
こ

の
点
を
い
わ
ば

″
善
導
の
限
界
″
と
し
て
は
っ
き
り
確
認
し
て
お
か
な
い
と
、

善
導
を

″如
来
蔵
思
想
の
批
判
者
″
と
し
て
絶
対
視
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね

な
い

(16
)。

「法
性
真
如
海
」
を

「法
身
」
と
見
な
さ
れ
、
こ
こ
に
三
身
説
を
認
め
て
お
ら
れ

る
。
そ
れ
故
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
善
導
が
如
来
蔵
思
想
に
対
し
て
批
判
的

意
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
如
来

善
導
に
は
如
来
蔵
思
想
的
な
テ
ー
マ
や
表
現
が
存
在
し
て
い
る
が
故
に
、
善
導
の

限
界
を
認
め
る
べ
き
と
い
う
松
本
氏
の
主
張
に
対
し
て
全
面
的
に
賛
成
し
て
い
る
私

か
ら
見
て
も
こ
の
結
論
の
部
分
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

善
導
に
は
明
ら
か
に
限
界
が
あ
り
、
善
導
の
思
想
に
は
多
く
の
論
理
的
難
点
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
点
に
お
い
て
松
本
氏
と
全
く
同
じ
見
解
に
立
脚
し
て

い
る
私
か
ら
見
れ
ば
、
善
導
に
は
如
来
蔵
思
想
と
異
質
な
特
有
の
仏
教
思
想
が
不
在

で
あ
り
、
善
導
は
本
質
的
な
意
味
で

〈仏
性
内
在
論
〉
を
認
め
て
お
り
、
そ
し
て
、

こ
こ
に
は
、
「真
如
」
「法
性
」
「法
界
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
単

一
な
実
在
、
即

ち
、
私
の
言
う
基
体

({}}{と
口
d
}
が
説
か
れ
て
お
り
、
ま
た
、
亘

の

「但
以

垢
障
覆
深
、
浄
体
無
由
顕
照
」
と
い
う
語
を
見
れ
ば
、
こ
の
単

一
な
実
在
が
覆

障
さ
れ
る
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
、
完
全
に
イ
ン
ド

的
な
如
来
蔵
思
想
、
即
ち
、
私
の
言
う

「仏
性
内
在
論
」
が
説
れ
て
い
る
こ
と

は
、
明
ら
か
で
あ
る

R
)。
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題
に
す
る
た
め
に
中
国
仏
教
に
お
け
る

〈
二
諦
〉
と
の
関
連
に
よ
っ
て
善
導
の
思
想

を
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
中
国
仏
教
に
お
け
る

〈
二
諦
〉

と
は
、
成
実
論
師
が
重
要
視
し
て
い
た

〈約
理
の
二
諦
〉
(
つ
ま
り
、
〈二
諦
〉
の
領

域
を
真
理
そ
の
も
の
の
構
造
と
す
る
了
解
)
と
三
論
学
派
が
重
要
視
し
て
い
た

〈約

教
の
二
諦
〉
(
〈二
諦
〉
の
領
域
を
教
法
の
形
式
に
限
定
す
る
考
え
方
)
の
両
方
を
含

ん
で
い
る
が
、
仏
教
の

〈縁
起
〉
と
本
質
的
な
関
係
を
持
て
い
る
の
は

〈約
理
の
二

諦
〉
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
(18)O

　

三
論
学
派
は
如
来
蔵
思
想
以
外
の
も
の
を
大

乗
仏
教
と
認
め
な
い
で

〈因
果
〉
と

〈智
慧
〉
を
説
く
も
の
を

〈小
乗
〉
と
し
て
軽

視
す
る

〈大
乗
主
義
〉
的
な
立
場
に
立
脚
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
〈生
死
即
涅

槃
〉
〈煩
悩
即
菩
提
〉
と
い
う
安
易
な
現
実
肯
定
の
思
想
を
内
容
と
す
る

〈相
即
観
〉

を
も
前
提
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
〈小
乗
〉
を
生
滅
を
説
く
教
え
と
し

て
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
乗
を
不
生
不
滅
を
説
く
教
え
と
し
て
了
解
し
て
い
た

点
に
お
い
て
仏
教
の

〈縁
起
〉
と
最
も
縁
の
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
結
論
し
て

も
よ
ろ
し
い
。
成
実
論
師
に
お
け
る

〈約
理
の
二
諦
〉
の
構
造
は
次
の
図
式
に
よ
っ

て
充
分
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

善
導
は
浄
土
教
を

〈凡
夫
の
た
め
の
方
便
〉
と
し
て
了
解
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て

全
面
的
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
松
本
氏
と
私
と
の
間
の
こ
う
し
た
意
見
の
対

立
は
善
導
の
思
想
の
論
理
的
難
点
の
意
味
に
対
す
る
了
解
の
対
立
に
由
来
し
て
お
り
、

そ
し
て
。
こ
の
了
解
の
対
立
は
仏
教
研
究
の
あ
り
方
に
対
す
る
松
本
氏
と
私
の
見
解

の
異
質
性
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
哲
学
的
、
思
想
的
な
方
法
論
と
し
て

の

〈批
判
仏
教
学
〉
に
立
脚
し
て
い
る
私
か
ら
す
れ
ば
、
聖
道
門
の
諸
師
の

『観
経
』

理
解
に
対
す
る
批
判
を
通
し
て
成
立
し
た
善
導
特
有
の
仏
教
思
想
が
存
在
し
て
お
り
、

善
導
浄
土
教
は

〈凡
夫
の
た
め
の
方
便
〉
で
は
あ
り
え
な
い
が
故
に
善
導
の
思
想
に

残
さ
れ
て
い
る
如
来
蔵
思
想
的
な
表
現
に
は
本
質
的
な
意
味
が
な
い
と
考
え
て
い
る
。

文
献
か
ら
離
れ
た
議
論
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
る
松
本
氏
は

〈二
種
深
信
〉
の
論
理

的
構
造
を
分
析
し
な
い
ま
ま
に
、
善
導
に
は
特
有
の
仏
教
思
想
が
不
在
で
あ
り
、
善

導
は

〈仏
性
内
在
論
者
〉
で
あ
り
、
善
導
の
浄
土
教
は

〈凡
夫
の
た
め
の
方
便
〉
で

あ
る
と
決
め
付
い
て
い
る
こ
と
は
文
献
の
論
理
的
解
読
に
基
づ
い
て
い
る
よ
り
も
、

仏
教
と
浄
土
教
の
本
質
に
対
す
る
あ
ん
ま
り
に
も
先
験
的
な
偏
見
に
基
づ
い
て
い
る

と
私
に
は
考
え
ら
れ
る
。
私
は
本
論
文
に
お
い
て
松
本
氏
の
批
判
に
対
し
て
体
系
的

な
意
味
で
の
反
論
を
展
開
す
る
余
裕
が
な
い
が
、
善
導
特
有
の
仏
教
思
想
の
論
理
的

構
造
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
善
導
に
お
け
る

〈仏
性
内
在
論
〉
の
問
題
を
論

じ
た
い
と
考
え
て
い
る
。

〈第一義諦〉

四
七

(
二
)
善
導
の
仏
教
思
想
の
論
理
的
構
造

善
導
特
有
の
仏
教
思
想
の
論
理
的
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
〈縁
起
〉
と
の
関
係
を
問

《
二
種
深
信
》
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

(そ
の
二
)

〈世俗諦〉
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こ
の
図
式
の
意
味
を
説
明
す
る
と
、
成
実
論
師
の

〈
二
諦
〉
理
解
で
は
三
仮

(因

成
仮

・
相
続
仮

・
相
待
仮
)
を
内
容
と
し
て
い
る

〈世
俗
諦
〉
は
凡
夫
の
あ
り
方
を

代
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈因
成
仮
〉
は
四
大
・五
羅
を
無
常
な
る
も
の
と
し
て
分

析
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
〈相
続
仮
〉
は
心
・心
所
法
の
念
念
生
滅
を
観
察
す

る
こ
と
を
内
容
と
し
て
お
り
、
そ
し
て

〈相
待
仮
〉
と
は
相
依

・
相
関
を
内
容
と
し

て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

〈四
絶
〉
(四
句
分
別
の
否
定
)
を
内

容
と
し
て
い
る

〈第

一
義
諦
〉
と
は
仏
の
あ
り
方
を
代
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
生

滅
の
論
理
に
立
脚
し
て
い
る
こ
の

〈
二
諦
〉
観
で
は

〈
二
諦
〉
と
の
関
係
は
論
理
的

な
二
者
択

一
性
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
し
て
、
あ
る

一
種
の
時
間
的
な
不
可
逆
性
を

前
提
に
し
て
い
る
点
に
お
い
て
仏
教
の

〈縁
起
〉
と

一
致
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
〈相
即
観
〉
を
否
定
し
て
い
る
点
に
お
い
て
中
国
仏
教
を
支
配
し
続

け
た

〈大
乗
主
義
〉
と
異
質
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
て
よ
い
。
如
来
蔵
思
想
の

問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
成
実
論
師
の
多
く
は

『成
実
論
』
「無
明
品
」
に
お
け
る
有

情
と
非
有
情
の
本
質
的
な
区
別
に
基
づ
い
て
仏
性
を
有
情
に
限
定
し
て
い
た
点
に
お

い
て

〈内
在
仏
性
論
者
〉
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
成
実
論
師
の
一
部
に

は
仏
性
の

〈本
有
〉
を
否
定
し
、
仏
性
を

〈当
有
〉
と
し
て
了
解
し
て
い
た
点
に
お

い
て
如
来
蔵
思
想
を
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
と
考
え
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ

に
対
し
て
、
三
論
学
派
に
お
け
る

〈二
諦
〉
と
は
次
の
図
式
を
以
て
充
分
に
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

四
八

こ
の
図
式
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に
三
論
学
派
で
は

〈
二
諦
〉
を

一
応
区
別

し
た
上
で
は
同
じ

〈方
便
〉
と
し
て
同
質
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈世
俗

諦
〉
は
凡
夫
を
悟
ら
し
め
る
た
め
の

〈方
便
〉
で
あ
り
、
〈第

一
義
諦
〉
は
聖
者
を
悟

ら
し
め
る

〈方
便
〉
で
あ
る
点
に
お
い
て
両
者
は
同
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

〈
二
諦
〉
の
相
即
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
の
了
解
で
は

〈
二
諦
〉
と
の
間
の
論
理
的
二

者
択

一
性
が
本
質
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
教
法
の
形

式
を
そ
の
領
域
と
し
て
い
る
こ
の

〈二
諦
〉
観
で
は
教
法
の
す
べ
て
は
言
説
を
超
え

て
い
る
、
本
来
な
る

〈理
〉
を
悟
ら
し
め
る
た
め
の

〈方
便
〉
と
し
て
了
解
さ
れ
て

い
る
が
故
に

〈
二
諦
〉
と
の
間
の
時
間
的
不
可
逆
性
と
は
成
立
し
な
く
な
る
の
で
あ

る
。
如
来
蔵
思
想
の
問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
三
論
学
派
は
極
め
て
中
国
的
な

〈仏

性
顕
在
論
〉
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
仏
教
の

〈縁
起
〉
と
完
全

三論学派における 〈二諦〉

←

有　　
→　

錘

ll　　　　　　
〈二諦相即〉　　　　　

11

店　 〈二諦〉の領域　　　　 ?ft
諦　　　　　　　　　　　 義
11　　　　　　　　　　　 諦

灸　　　　 〈有無相即〉　　　　 芯
二　 者

ノ

〆

K　　　　　　　　　　　　　　 ノ

〈二諦〉 と 〈理〉 との相即

K

へ〆

(ΞR)　　　 〈理〉の領域　　　　 (jEjE)



善導における 〈二諦〉

東方
一

三界・六道

一

有為・有漏

西方
→

極楽

→

無為・無漏

〈世俗諦〉　　　　　　　　　　 〈第一義諦〉

あ

三
界
六
道
苦
難
停
。
啖
劫
己
来
常
没
没
。
到
處
唯
聞
生
死
聾
。
鐸
迦
如
来
偉
報

土
。
清
浄
荘
厳
無
勝
是

(9)O

こ
の
図
式
を
説
明
す
る
と
、
有
為
有
漏
な
る

〈三
界
・六
道
〉
(世
俗
諦
)
と
無
為

無
漏
な
る

〈極
楽
〉
(第

一
義
諦
)
と
の
関
係
と
は
二
者
択

一
的
な
論
理
的
構
造
を
前

提
に
し
て
い
る
時
間
的
不
可
逆
性
を
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
二
諦
〉
と
の
間

に
完
全
な
断
絶
が
成
立
し
て
い
る
点
に
お
い
て

〈相
即
〉
の
論
理
が
本
質
的
に
否
定

さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
〈三
界
・六
道
〉
の
衆
生
に
は
往
生
極
楽
を
可
能
に
す
る
内
在

的
な
原
因
が
不
在
で
あ
る
が
故
に

〈
二
諦
〉
と
の
関
係
は
釈
尊
の
媒
介
に
そ
の
必
然

的
な
条
件
を
持
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
〈三
界
・六
道
〉
を
生
滅
の
論

理
に
よ
っ
て
了
解
し
、
不
生
不
滅
な
る
も
の
を

〈極
楽
〉
に
限
定
し
て
い
る
善
導
の

思
想
は
仏
性
を

〈当
有
〉
な
る
も
の
と
し
て
了
解
し
て
い
た
成
実
論
師
の
思
想
と
本

質
的
に
類
似
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
思
想
は
、
も
ち
ろ
ん
、
〈大
乗
主

義
〉
で
は
あ
り
え
な
い
。
善
導
の
思
想
に
は
こ
の
論
理
構
造
が
存
在
す
る
こ
と
を
論

証
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
文
を
引
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

に
対
立
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
は
、
次
に
、
善
導
に
お
け
る

〈二
諦
〉
の
問
題
に
人

て
お
こ
う
。
私
に
し
て
見
れ
ば
善
導
の
思
想
は
成
実
論
師
の
そ
れ
、
特
に
光
宅
寺
法

雲

(四
六
七

・
五
二
九
)
の
成
実
理
解
と
深
く
連
関
し
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
て
い

る
が
、
そ
の
歴
史
的
関
連
性
を
論
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
。
け

れ
ど
も
、
善
導
の
仏
教
思
想
と
成
実
論
師
の
そ
れ
と
の
間
に
本
質
的
、
論
理
的
な
類

似
性
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る

5
)O

　

善
導
の
思
想
に
は

〈
二
諦
〉
を
明
確
に
主
題

化
す
る
観
点
が
不
在
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
成
実
論
師
の
〈約
理
の
二
諦
〉

を
想
定
し
た
上
で
善
導
の
仏
教
思
想
を
問
題
に
す
る
と
次
の
図
式
の
よ
う
に
な
る
。

四
九

(
二
種
深
信
〉
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

(そ
の
二
)

一
念
之
間
入
佛
會
。
三
界
六
道
永
除
名
。
三
明
六
通
皆
自
在
。
畢
命
不
退
誰
無

為

(21)o

悲
心
抜
苦
超
三
界
。
慈
心
呉
楽
涅
槃
期

(22)O



三
界
衆
生
無
智
慧
。
惜
惜
六
道
内
安
身
。
諸
佛
慈
心
為
説
法
。
聾
盲
紙
突
伴
不

聞
。
忽
爾
無
常
苦
束
逼
。
精
神
錯
乱
始
驚
忙
。
萬
事
家
生
皆
捨
離
。
専
心
発
願

向
西
方

(25)O

言
群
賊
悪
獣
詐
親
者
郎
喩
衆
生
六
根
六
識
六
塵
五
陰
四
大
也

(S)O

極
楽
荘
巌
出
三
界
。
人
天
雑
類
等
無
為

(3)O

善
導
に
は
〈念
念
相
続
〉
を
重
ん
じ
る
側
面
が
存
在
す
る
が
故
に
成
実
論
師
の
〈世

俗
諦
〉
の
も
う

一
つ
の
側
面
で
あ
る

〈相
続
仮
〉
と
よ
く
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
論
証
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
文
を
引
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
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安
楽
郎
是
金
剛
地
。
凡
夫
六
道
永
無
名

(苔
。

五
〇

て
成
実
論
師
の

〈因
成
仮
〉
と
よ
く
類
似
し
た
発
想
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

厭
捨
娑
婆
求
佛
國
。
郎
現
極
楽
荘
巌
界

(24)O

陰
如
賊

　

四
如
蛇

　

為
無
常

為
恍
忽

　

無
常
主

　

了
末
無

　

因
縁
會

　

因
縁
散
(3)O

念
念
時
中
常
懺
悔

(31)O

念
念
猫
名
常
懺
悔

(34)O

以
上
の
諸
文
の
分
析
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に
善
導
の
思
想
に
お
け
る

〈三

界

・
六
道
〉
と

〈極
楽
〉
と
の
関
係
と
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
断
絶
的
な
も
の
で
あ

り
、
論
理
的
二
者
択

一
性
と
時
間
的
不
可
逆
性
を
内
容
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
思
想
構
造
は
成
実
論
師
の

〈約
理
の
二
諦
〉
と
よ
く
類
似

し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
善
導
に
お
け
る

〈世
俗
諦
〉
の
内
容
を
な
し
て

い
る

〈三
界

・
六
道
〉

　

へ
の
了
解
に
お
い
て
も
成
実
論
師
と
類
似
し
た
側
面
が
見
ら

れ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
二
文
に
お
い
て

〈四
大

・
五
菰
〉
を
分
析
す
る
点
に
お
い

　　　

そ
れ
ら
の
文
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に
善
導
に
お
け
る
こ
の

〈念
念
相
続
〉

念
念
時
中
常
得
鐙

(お)O

念
念
相
纏
入
悪
道

(―)Q

倆
陀
佛
國
面
巌
浄
。
三
悪
六
道
永
無
名

(27)o

念
念
唯
加
三
昧
浄

(33)O

娑
婆
極
苦
非
生
處
。
極
楽
無
為
賞
是
精

(28)O



得
免
娑
婆
長
劫
難
。
特
蒙
知
識
鐸
迦
恩
。
種
種
思
量
巧
方
便
。
選
得
蒲
陀
誓
門
(41)O

得
脱
三
塗
知
識
恩
。
若
非
知
識
教
猫
佛
。
如
何
得
入
翰
陀
國

(42)。

西
方
寂
静
無
為
楽
。
畢
竟
逍
遥
離
有
無

(。)。

得
免
娑
婆
長
劫
苦
。
今
日
見
佛
鐸
迦
恩
。
順
隨
佛
語
見
賀
陀

(39)O

の
思
想
は
修
道
論
、
ま
た
は
実
践
論
と
深
く
連
関
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想

と
成
実
論
師
の

〈相
続
仮
〉
と
の
間
に

一
定
の
類
似
性
を
認
め
て
も
よ
い
か
も
し
れ

な
い
。
善
導
は

〈極
楽
〉
の
内
容
に
つ
い
て
極
め
て
具
体
的
な
記
述
を
展
開
し
て
い

る
が
故
に
成
実
論
師
の

〈第

一
義
諦
〉
の
内
容
を
な
し
て
い
る

〈四
絶
〉
と
の
類
似

点
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
〈極
楽
〉
に
対

す
る
次
の
記
述
か
ら

一
定
の
類
似
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

何
期
今
日
至
賓
國
。
賞
是
娑
婆
本
師
力
。
若
非
本
師
知
識
勧
。
倆
陀
浄
土
云
何

入

(萄
)O

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

。

遇
値
往
生
善
知
識

　

得
聞
浄
土
弼
陀
名

(r)o

不
因
鐸
迦
如
来
力

　

賀
陀
浄
土
若
為
聞

(g
O

〈二
種
深
信
〉
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

(そ
の
二
)

憶
本
娑
婆
知
識
恩
。
若
非
糧
迦
勧
念
佛
。
倆
陀
浄
土
何
由
見

(43)O

こ
の
一
文
は

〈極
楽
〉
に
対
す
る
善
導
の
中
心
思
想
を
代
表
し
て
い
る
と
私
に
は

考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
中
で
成
実
論
師
の

〈四
絶
〉
と
よ
く
類
似
し
て
い
る
側
面

が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
は
最
後
に
善
導
の
思
想
に
お
け
る
釈
尊
の
媒
介
を
問

題
に
し
て
お
こ
う
。
〈三
界
・六
道
〉
と

〈極
楽
〉
と
の
関
係
と
は
完
全
な
断
絶
を
前

提
に
し
て
い
る
が
故
に
極
楽
往
生
は
釈
尊
か
ら
の
媒
介
を
そ
の
必
然
的
な
条
件
と
し

て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

そ
れ
ら
の
文
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に
善
導
の
仏
教
思
想
で
は
釈
尊
の
出
会

い
と
い
う
も
の
は
往
生
極
楽
の
必
然
的
な
条
件
で
あ
る
と
結
論
し
て
も
よ
ろ
し
い
。

以
上
の
論
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
善
導
に
お
け
る

〈
二
諦
〉
で
は

〈
二

諦
〉
と
の
関
係
と
は

一
種
の
論
理
的
二
者
択

一
性
と
時
間
的
不
可
逆
性
を
内
容
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
衆
生
を
生
滅
の
観
点
か
ら
認
識
し
、
〈相
即
〉
の
論
理
を
否
定
し

て
い
る
こ
の
思
想
は
成
実
論
師
の
そ
れ
と
大
き
く
類
似
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
中
国

仏
教
を
支
配
し
続
け
た

〈大
乗
主
義
〉
に
対
し
て
完
全
に
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
宗

教
的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
善
導
の
思
想
に
お
け
る

〈三
界

・
六
道
〉
と

〈極
楽
〉

と
の
間
に
完
全
な
断
絶
が
存
在
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
、
往
生
極
楽
の
真
の
原
因
は

衆
生
の
身
中
に
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
故
に
釈
尊
の
媒
介
と
は
往
生
の
必
然
的
な
条

五

一



五

二

に
不
可
能
な
も
の
と
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
仏
教
の

〈因
果
論
〉

か
ら
考
え
れ
ば

〈無
漏
の
果
〉
の
成
立
根
拠
と
し
て

〈無
漏
の
因
〉
が
存
在
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
知
的
中
身
の
な
い

〈無
漏
の
因
〉
と
は
全

く
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
〈往
生
の
正
因
〉
に
は

〈無
漏
の
知
慧
〉
が

存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
善
導
に
お
け
る

〈極
楽
往
生
〉
は
仏
教
の

〈因
果
〉
を
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
〈往

生
の
因
果
〉
を
図
式
で
表
わ
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
九
号

件
と
な
る
。
仏
と
衆
生
と
の
本
質
的
な
区
別
に
立
脚
し
て
い
る
善
導
の
こ
の
思
想
は

娑
婆
に
お
け
る

〈釈
尊

一
仏
〉
の
宗
教
的
な
意
味
を
は
っ
き
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

成
実
論
師
の
そ
れ
よ
り
も
徹
底
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
善

導
特
有
の
仏
教
思
想
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
思
想
は
中
国
仏
教
を

支
配
し
続
け
た

〈大
乗
主
義
〉
と
全
く
異
質
な
論
理
的
構
造
を
持
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈往生の因果〉

〈世俗諦〉　　　　　　　　　 〈第一義諦〉

コ　　　 往　　 - -y　 無　　　 極
扉　　 生　　　　　　　 漏　　 楽
・　　　 の　　　　　　　　　　 の
六　　 正　　　　　　　　　 果
道　　 因

無
漏　　 →
の

因

〈無漏の因〉　 →　 〈無漏の果〉

(
三
)
善
導
に
お
け
る
極
楽
往
生
の
因
果

善
導
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
さ
い
し
て
次
の
よ
う

な
二
点
を
論
じ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
、
〈縁
起
〉
と

〈往
生
〉
と
の
関
係
で

あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
往
生
の

〈正
因
〉
と
は
な
に
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の

二
点
は
、
ま
た
、
極
楽
往
生
に
お
け
る
知
的
内
容
の
存
在
の
有
無
と
深
く
連
関
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
〈往
生
〉
と

〈縁
起
〉
と
の
関
係
に
関
し
て
い
え
ば
、
〈縁
起
説
〉

に
は
無
明
に
基
づ
い
た
衆
生
の
流
転
の
あ
り
方

(順
観
)
と
、
そ
れ
を
逆
転
す
る
智

慧
の
成
立

(逆
観
)
が
存
在
す
る
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
善
導
に
お
け
る

〈三
界
・六
道
〉
は
無
明
に
基
づ
い
た
衆
生
の
あ
り
方
を
代
表
し
て
い
る
が
故
に
、
も

し
、
〈往
生
の
正
因
〉
と
は
知
的
中
身
の
あ
る

〈縁
起
〉
の
現
世
的
な
逆
観
を
内
容
と

し
て
い
る
こ
と
を
論
証
で
き
れ
ば
、
〈極
楽
往
生
〉
と

〈縁
起
〉
と
の
関
係
と
は
必
然

的
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
〈極
楽
往
生
〉
の

〈正
因
〉
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
は
、
ま
た
、
〈往
生
の
因
果
〉
を
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
。
常
識
的
に
考
え
て
み
て
も
、
極
楽
は
未
来
に
あ
る

〈無
漏
の
果
〉
で
あ
る

が
故
に
、
現
世
に
お
け
る

〈無
漏
の
因
〉
が
成
立
し
な
け
れ
ば
、
〈往
生
〉
は
本
質
的



あ
る
こ
と
も
確
し
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
〈不
退
〉
を

〈極
楽
往
生
〉
以
後
の
も
の

と
し
て
見
定
め
た
善
導
は
現
世
に
お
け
る

〈往
生
の
正
因
〉
の
成
立
を
は
っ
き
り
と

認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
世
に
お
け
る
こ
の

〈往
生
の
正
因
〉
に
つ
い
て
二
つ
の

主
張
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
〈称
名
念
仏
〉
を

〈正
定
の
業
〉
と
す

る
考
え
方
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は

〈三
業
清
浄
〉
を

〈往
生
の
正
因
〉
と
す
る
考
え

方
で
あ
る
。
称
名
念
仏
を

〈正
定
の
業
〉
と
す
る
考
え
方
に
関
し
て
い
え
ば
、
〈念

仏
〉
の
定
義
、
及
び
念
仏
と

〈三
心
〉
と
の
関
係
を
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
善

導
に
お
け
る

〈念
仏
〉
と
は
無
明
を
自
覚
さ
せ
、
念
々
に
お
い
て
煩
悩
を
断
ず
る
努

力
が
前
提
に
な
て
い
る
が
、
次
の
よ
う
な

〈念
仏
〉
の
定
義
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る

よ
う
に
努
力
の
根
拠
は
衆
生
に
内
在
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

間
日
。
今
欲
勧
人
往
生
者
。
未
知
若
為
安
心
起
行
作
業
。
定
得
往
生
彼
國
土
也
。

答
曰
。
必
欲
生
彼
國
土
者
。
如
観
経
説
者
。
具
三
心
必
得
往
生
。
何
等
為
三
。

一
者
至
誠
心
。
所
謂
身
業
禧
拝
彼
佛
。
口
業
讃
歎
揚
揚
彼
佛
。
意
業
専
念
観
察

彼
佛
。
凡
起
三
業
。
必
須
屏
賞
。
故
名
至
誠
心
。
二
者
深
心
。
郎
是
屏
賞
信
心
。

信
知
自
身
是
具
足
煩
悩
凡
夫
。
善
根
薄
少
。
流
樗
三
界
。
不
出
火
宅
。
今
信
知

倆
陀
本
弘
誓
願
。
及
揚
名
読
。
下
至
十
弊

一
聾
等
。
定
得
往
生
。
乃
至

一
念
無

有
疑
心
。
故
名
深
心
。
三
者
回
向
枝
願
心
。
所
作

一
切
善
根
悉
皆
回
願
往
生
。

故
名
回
向
枝
願
心
。
具
此
三
心
必
得
往
生
也
。
若
少

一
心
郎
不
得
往
生
。
如
観

経
具
説
。
慮
知

(45)O

善
導
は
三
界

エ
(
道
の
衆
生
の
あ
り
方
を
無
明
と
煩
悩
に
基
づ
い
た
も
の
と
し
て

　　

可
能
で
あ
る
。

認
識
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
善
導
に
は
い
わ
ゆ
る

〈現
生
不
退
〉
の
思
想
が
不
在
で

こ
の
文
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に
善
導
に
お
け
る

〈念
仏
〉
は
必
然
的
に
〈三

心
〉
を
内
容
と
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
〈信
知
自
身
具
足
煩
悩
凡
夫
〉
と
い
う
文

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
現
世
に
成
立
す
る
こ
の

〈三
心
〉
に
は
明
確
な
知
的
内

容
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
善
導
の
思
想
に
は

〈現
生
不
退
〉
と
い

う
発
想
は
不
在
で
あ
る
と
し
て
も
、

一
種
の

〈現
世
正
定
説
〉
が
認
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
〈三
業
清
浄
〉
を

〈往
生
の
正
因
〉
と
す
る
説
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
次
の

二
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。

間
曰
。
既
道
三
業
清
浄
是
生
浄
土
即
因
者
。
云
何
作
業
得
名
清
浄
。
答
日
。

一

五

三

こ
の
文
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に
善
導
に
お
け
る

〈三
業
清
浄
〉
は
阿
弥
陀

仏
の

〈三
業
清
浄
〉
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
衆
生
に

内
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
善
導
に
お
け
る

〈往
生
の
正
因
〉

と
し
て
の
念
仏
は

〈必
具
三
心
〉
を
内
容
と
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

〈念
仏
〉
は
必
然
的
に

〈三
心
〉
を
内
容
と
し
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に

「散

善
義
」
の
有
名
な
文
以
外
に

「往
生
礼
讃
」
か
ら
の
次
の
文
を
取
り
挙
げ
る
こ
と
は

〈
二
種
深
信
〉
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

(そ
の
二
)

言
念
佛
者
郎
専
念
阿
弼
陀
佛
口
業
功
徳
身
業
功
徳
意
業
功
徳

(44)O



又
言
清
浄
者
。
依
下
観
門
専
心
念
佛
注
想
西
方
。
念
念
罪
除
故
清
浄
也

(47)O

こ
の
二
文
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に
善
導
に
お
け
る

〈三
業
清
浄
〉
の
思
想

は
念
々
に
お
い
て
煩
悩
を
断
ず
る
努
力
を
内
容
と
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
こ
の

〈清

浄
〉
は
阿
弥
陀
仏
の

〈三
業
清
浄
〉
に
根
拠

つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
の

〈三
業
清
浄
〉
の
思
想
は

〈三
心
〉
の
内
の

〈至
誠
心
〉
と
深
く
連
関
し
て
い

る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は

〈往
生
の
正
因
〉
と
し
て
の

〈三
心
〉

と

〈三
業
清
浄
〉
と
の
間
に
必
然
的
な
関
係
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

善
導
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
次
の
文
を
引
用
し
て
お

こ
う
。

同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
九
号

切
不
善
之
法
。
自
他
身
口
意
總
断
不
行
。
是
名
清
浄
。
又
自
他
身
口
意
相
廳
善
。

郎
起
上
上
隨
喜
心
。
如
諸
佛
菩
薩
所
作
隨
喜
。
我
亦
如
是
隨
喜
。
以
此
善
根
廻

生
浄
土
故
。
名
為
正
因
也

(46)Q

五

四

お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
の
論
理
的
構
造
は
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
現

世
に
お
け
る

〈往
生
の
因
〉
に
よ
っ
て
六
道
の
因
を
滅
す
る
こ
と
は

〈縁
起
〉
の
逆

観
の
成
立
を
意
味
し
て
い
る
が
故
に

〈極
楽
往
生
〉
と

〈縁
起
〉
と
の
間
に
必
然
的

な
関
係
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
、
本
論
文
の
論
点
を
ま
と

め
て
、
〈縁
起
〉
と

〈極
楽
往
生
〉
に
お
け
る

〈宗
教
的
時
間
性
〉
と
の
関
連
を
論
ず

る
た
め
に

『法
事
讃
』
か
ら
の
次
の
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

厭
則
娑
婆
永
隔
。
折
則
浄
土
常
居
。
隔
則
六
道
因
亡
。
輪
回
之
果
自
滅
。
因
果

郎
亡
。
則
形
名
頓
絶
也

(48)O

こ
の
文
で
は
六
道
の
因
を
亡
ず
る

(往
生
の
因
)
こ
と
に
よ
っ
て
輪
廻
の
果
自
ら

滅
す
る

(往
生
の
果
)
こ
と
を
明
確
に
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
〈往
生

の
正
因
〉
を

〈三
心
〉
、
ま
た
は

〈三
業
清
浄
〉
に
す
る
と
見
定
め
た
上
で
は
善
導
に

佛
道
人
身
難
得
今
已
得
。
浄
土
難
聞
今
已
聞
。
信
心
難
獲
今
已
登
。
仰
惟
今
時

同
生
知
識
等
爾
許
多
人
。
恐
畏
命
同
石
火
久
照
難
期
。
識
性
無
常
逝
喩
風
燭
。

故
人
人
同
願
共
結
往
生
之
業

(49)O

こ
の
文
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に
善
導
に
お
け
る

〈極
楽
往
生
の
因
果
〉
と

は
仏
と
の
出
会
い
を
通
し
た
信
心
決
定
を
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

信
心
の
内
容
は

〈識
性
〉
の
無
常
を
認
識
す
る
こ
と
と
本
質
的
に
結
ん
で
い
る
が
故

に
、
こ
の
信
心
に
は
知
的
内
容
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は

〈極
楽
往
生
の
因
果
〉
と
い
う
浄
土
教
特
有
の

〈宗
教
的
時
間
性
〉
は

〈縁
起
説
〉

と
必
然
的
な
関
係
を
持
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
善
導
に
お
け
る

〈極
楽
往
生
の
因
果
〉
の
論
理
的
構
造
を
明
ら
か

に
し
た
上
で
は
、
最
後
に
善
導
に
お
け
る

〈仏
性
内
在
論
〉
の
問
題
を
論
じ
て
お
こ

う
。
私
に
し
て
見
れ
ば
、
〈仏
性
内
在
論
〉
が
成
立
す
る
た
め
に
次
の
よ
ケ
な
三
つ
の

条
件
が
存
在
す
る
た
め
に
こ
の
関
連
に
お
い
て
問
題
の
本
質
を
論
じ
た
い
と
考
え
て



・
〈仏
性
内
在
論
〉
が
成
立
す
る
初
め
て
の
条
件
と
し
て
仏
性
を
衆
生
の
身
中
に
あ

る
も
の
と
し
て
の
認
識
が
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
な
る
。
け
れ
ど
も
、
生
滅
の
論
理

を
前
提
と
し
て
い
る
善
導
の
衆
生
観
で
は
衆
生
に
お
け
る
無
明
と
煩
悩
を
論
じ
る
観

点
が
存
在
し
て
も
、
衆
生
の
身
中
に
仏
性
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
主
張
す
る
文
が
見

当
た
ら
な
い
。
私
が
先
述
し
た
よ
う
に
善
導
の
思
想
に
お
け
る

〈常
住
不
変
〉
な
る

も
の
の
ほ
と
ん
ど
は

〈極
楽
〉
と
連
関
し
て
い
る
が
故
に
衆
生
の
身
中
に
あ
る
仏
性

の
根
拠
に
は
な
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
善
導
に
お
け
る

〈常
住
不
変
〉

な
る
も
の
の
大
多
数
は
未
来
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
思
想
は
如
来
蔵

思
想
よ
り
も
ア
ビ
ダ
ル
マ
の

〈三
無
為
〉
、
も
し
く
は
、
成
実
論
師
の

〈当
有
仏
性
〉

と
近
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

仏
性
の
存
在
を
認
め
た
上
で
も
、
も
し
、
〈仏
性
〉
は

〈成
仏
〉
・
〈往
生
〉
の
原
因
で

は
な
け
れ
ば
、
〈仏
性
内
在
論
〉
は
全
く
無
意
味
な
も
の
と
な
る
。
〈
二
種
深
信
〉
の

論
理
的
分
析
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に
衆
生
は

〈無
有
出
離
之
縁
〉
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
る
が
故
に
往
生
の
原
因
は
内
在
的
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
善
導
の

思
想
の
論
理
的
構
造
か
ら
考
え
て
見
て
も
三
界

エ
(
道
の
衆
生
に
は
往
生
を
可
能
に

す
る
内
在
的
な
原
因
が
不
在
で
あ
る
が
故
に
釈
尊
か
ら
の
媒
介
と
は
往
生
の
必
然
的

な
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
善
導
に
残
さ
れ
て
い
る
如
来
蔵
思

想
的
な
表
現
や
テ
ー
マ
は
往
生
に
対
し
て
は
た
す
役
割
は
皆
無
と
等
し
い
。

い
る
。
三
つ
の
条
件
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
分
析
か
ら
見
れ
ば
、
善
導
を

〈仏
性
内
在
論
者
〉
と
す
る
松
本
氏

の
主
張
は
根
拠
に
乏
し
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
松

本
氏
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
の

〈法
性
真
如
海
〉
は

〈仏
性
内
在
論
〉
よ
り
も

〈仏
性

顕
在
論
〉
と
近
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
、
次
の
文
か

ら
よ
く
推
定
で
き
る
よ
う
に
善
導
は
有
情
と
非
有
情
と
の
本
質
的
な
区
別
に
立
脚
し

て
い
る
が
故
に
厳
密
な
意
味
で
の

〈仏
性
顕
在
論
〉
の
成
立
は
困
難
で
あ
る
。

・最
後
に
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
〈仏
性
〉
は

〈成
仏
〉
、
ま
た
は
、
〈往

生
〉
の
根
拠
に
な
る
こ
と
は

〈仏
性
内
在
論
〉
が
成
立
す
る
必
然
的
な
条
件
で
あ
る
。

〈二
種
深
信
〉
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

(そ
の
二
)

却
推
受
生
之
無
際
。
真
空
性
同
時
。
同
時
而
有
心
識
。
若
不
真
空
界
同
時
有
者
。

一
切
衆
生
即
是
無
因
而
始
出
也
。
心
識
若
無
本
因
有
者
。
郎
事
同
木
石
。
若
同

木
石
者
。
則
無
六
道
之
因
業
也
。
因
業
若
無
者
。
凡
聖
苦
楽
因
果
誰
畳
誰
知
也
。

以
斯
道
理
推
勘
者
。

一
切
衆
生
定
有
心
識
也
。
若
有
心
識
。
即
興
空
際
同
時
有

有
。
若
真
空
際
同
時
有
者
。
印
唯
佛
真
佛
得
知
本
元
也

(50)O

五
五

・
〈仏
性
内
在
論
〉
が
成
立
す
る
も
う

一
つ
の
条
件
と
し
て
は
衆
生
の
身
中
に
あ
る

仏
性
は

〈常

・
楽

・
我

・
浄
〉
の
四
徳
を
具
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
五
菰
の
無
常
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
し
、
〈識

性
〉
の
無
常
を
正
し
く
認
識
し
え
た
善
導
は
衆
生
の
身
中
に
お
け
る

〈常
・楽

・我
・

浄
〉
の
仏
性
を
認
め
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。



こ
の
文
に
対
し
て
多
く
の
指
摘
は
可
能
で
あ
る
が
、
有
情
と
非
有
情
と
の
本
質
的

な
区
別
が
明
確
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、

善
導
に
は
如
来
蔵
思
想
と
論
理
的
に
異
質
で
あ
る
特
有
の
仏
教
思
想
が
存
在
し
て
お

註

五
六

と
考
え
て
い
る
。
松
本
氏
の
批
判
に
対
す
る
論
理
的
、
体
系
的
な
反
論
を
今
後
の
課

題
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
九
号

り
、
そ
し
て
、
善
導
の
思
想
に
残
さ
れ
て
い
る
如
来
蔵
思
想
的
な
側
面
に
は
本
質
的

　　

(
1
)

　

こ
の
研
究
の
あ
り
方
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
、
私
の

「曽
我
教
学
批
判
と
し
て
形

C

　

U
Z
9
4

　

4
　
X

X

　

4
1
X

　

a
h
n
O

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

成
す
る
批
判
教
学
」
(同
朋
学
園
佛
教
文
化
研
究
所
研
究
紀
要
第
十
三
号

・
一
九
九

一

な
意
味
力
な
V
と
ひ
え
る

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

年
)
及
び

「『教
巻
』
の
根
本
問
題
に
つ
い
て
」
(同
じ
第
十
四
号
こ

九
九
二
年
を
是

非
と
も
参
照
さ
れ
た
い
。
)

口

冊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(
2
)

　

こ
の
方
法
論
的
展
開
に
つ
い
て
、
私
の
『天
皇
制
仏
教
批
判
』
二
三

書
房
―
一
九

(
四
)
結
論

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

九
八
年
、
三
二
-
四
十
頁
を
参
照
。

善
導
の
思
想
に
は

〈三
界
・六
道
〉
と

〈極
楽
〉
と
の
完
全
な
断
絶
を
前
提
と
し
、

　

(3
)
〈批
判
宗
学
〉
の
可
能
性
を
問
題
に
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
松
本
史
朗

「伝
統
宗
学

い
う
意
味
で
の

〈宗
教
的
時
間
性
〉
と
は
明
確
な
知
的
内
容
の
あ
る

〈往
生
の
正
因
〉

　　

5̂「
ご
いか
ら。論
心球
球
ら刎
胆
‐
白
4　」
in

　

C
h
en
X
uo
o

　

m
e
ta
p
h
y
s
ic
S

　

s
u
f
fe
r
i
n
g
　

の
現
世
的
成
立
を
前
提
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
仏
教
の

〈縁
起
〉
と
本
質
的
な
関

　　　

a
n
d

　

l
ib
e
r
a
t
i
o
n
　
t
h
e

　

d
e
b
a
t
e

　

b
e
tw
e
e
n

　

tw
o

　

b
u
d
d
h
is
m
S

　

p
r
u
n
in
g

　

t
h
e

　

b
o
d
n
i

　

tr
e
e
4
h　
e

連
を
持
て
ぃ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
善
導
の
思
想
は
特
有
の
論
理
的
構

　　　

H
い」に
H
証
言
討
計
肩
9　Rlu
l

　

」
o

　

S
w
a
n
s
o
n
o

　

u
n
i
　

造
を
持
て
お
り
、
善
導
に
お
い
て
残
さ
れ
て
い
る
如
来
蔵
思
想
的
な
表
現
は

〈極
楽

　　

(6
)
中
国
仏
教
に
お
け
る

〈
二
諦
》
の
問
題
に
つ
い
て
、
平
井
俊
栄

『中
国
般
若
思
想
史

往
生
〉
に
対
し
て
本
質
的
な
役
割
を
持
て
ぃ
な
い
が
故
に
如
来
蔵
思
想
は
善
導
の
思

　　　

賢
昌
談
紅
づ
戸
肋
9　
計
蝕
9　諮
問
竹
縁
回

想
に
お
い
て
本
質
的
な
意
味
を
持
て
ぃ
な
い
と
結
論
し
て
も
よ
ろ
し
い
。
私
は
本
論

　　　　

年
、
三
〇

一
-
三
三
三
頁
を
参
照
。

文
に
お
い
て
松
本
氏
の
批
判
に
対
し
て
充
分
に
反
論
し
え
た
と
考
え
て
い
な
い
が
、

　　

ヱ
艶
詣
球
ド
打
難
勺
『法炊と明恵-日本仏教思想史序説』-大

少
く
と
も
反
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
拠
と
必
然
性
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
た

　　

(8
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
松
本
史
郎

「書
評
―
袴
谷
憲
昭
緒

『法
然
と
明
恵

　

日
本
仏

か
ら
批
判
宗
学

へ
」
宗
学
研
究
第
四
十
号
、

一
九
九
八
年
を
参
照
。
私
は
、
《批
判
宗

学
〉
の
可
能
性
を
問
題
に
し
て
い
る
松
本
氏
に
対
し
て
敬
意
を
表
し
た
い
が
、
今
日
の

日
本
仏
教
の
い
か
な
る
宗
門
に
お
い
て
も

〈批
判
宗
学
〉
の
成
立
に
対
し
て
懐
疑
的
で

あ
る
。

(4
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
E
d
w
ard

　

W

　

sa4

　

0
rie
n
ta
lis
m
　W
e
ste
m

　

c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
s

　

o
f

t
h
e

　

O
r
ie
n
t
o

　

p
e
n
g
u
in

　

b
0
0
k
S

　

19
78
及
び

p
e
ace

　

a
n
d

　

i
t
s

　

D
is
c
o
n
t
e
n
ts
　G
a
z
a
j
e
r
ic
h
o

1
9
9
3
　
1
9
9
5
s

　

v
in
t
a
g
e
s

　

19
9
5
を
参
照
。

釈
尊
か
ら
の
媒
介
を
往
生
の
必
然
的
な
条
件
と
す
る
論
理
的
構
造
が
存
在
す
る
の
で

あ
る
。
成
実
論
師
の

〈約
理
の
二
諦
〉
と
大
き
く
類
似
し
て
い
る
こ
の
思
想
は
、
ま

た
、
〈相
即
観
〉
を
否
定
し
て
い
る
点
に
お
い
て
中
国
仏
教
を
支
配
し
続
け
た

〈大
乗

主
義
〉
と
本
質
的
に
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
善
導
に
お
け
る

〈極
楽
往
生
〉
と



(26
)
同
じ
、
四
三
二
-
B
。

(27
)
同
じ
、
四
三
二
-
B
。

(28
)
同
じ
、
四
三
三
-
B
。

(29
)
同
じ
、
二
四
-
A
。

(30
)
大
正
蔵
、
巻
三
七
、
二
七
三
-
A
。

(31
)
大
正
蔵
、
巻
四
七
、
四
五
〇
-
A
。

(32
)
同
じ
、
四
五
〇
I
B
。

(33
)
同
じ
、
四
五

一
-
B
。

(34
)
同
じ
、
四
五
二
I
B
。

(35
)
同
じ
、
四
五
三
-
C
。

(36
)
大
正
蔵
、
巻
三
七
、
二
六
三
-
A
。

(37
)
大
正
蔵
、
巻
四
七
、
四
四
九
-
C
。

(38
)
同
じ
、
四
五
〇
-
A
。

(39
)
同
じ
、
四
五
〇
-
B
。

(40
)
同
じ
、
四
五

一
-
A
。

(41
)
同
じ
、
四
五
二
-
B
。

(42
)
同
じ
、
四
五
五
-
B
。

(43
)
同
じ
、
四
五
五
-
C
。

(44
)
大
正
蔵
、
巻
三
七
、
二
七
三
I
C
。

(45
)
大
正
蔵
、
巻
四
七
、
四
三
八
-
C
。

(46
)
同
じ
、
四
四
八
-
B
。

(47
)
大
正
蔵
、
巻
三
七
、
二
六
〇
-
B
。

(48
)
大
正
蔵
、
巻
四
七
、
四
五
六
-
A
。

(49
)
同
じ
、
四
三
七
-
C
。

(50
)
同
じ
、
四
五
六
-
A
。

教
思
想
史
序
説
」」
-
駒
深
大
學
佛
教
學
部
論
集
―
第
二
十
九
読
、

一
九
九
九
年
、
四

三
四
―
四
四
六
頁
を
参
照
。
(以
下
、
「思
想
史
序
説
」
と
略
す
)

(9
)
「思
想
史
序
説
」
四
三
〇
頁
。

(
10
)
同
じ
、
四
三
二
頁
。

(11
)
松
本
氏
は
そ
の

「仏
教

へ
の
道
」
(東
書
選
書
-
東
京
書
籍
、

一
九
九
三
)
の
九
八
頁

に
お
い
て

〈四
少
門
果
〉
の
思
想
を
縁
起
と
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
記
述
し
て
い
る
こ

と
は
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
発
想
は
中
観
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
が
、
こ
の
点
は
松
本
氏
と
私
の
仏
教
理
解
の
最
も
本
質
的
な
対
立
点
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

(12
)
「思
想
史
序
説
」
四
三
二
頁
。

(13
)
浄
土
教
に
お
け
る

〈信
〉
と

〈智
慧
〉
と
の
関
係
に
つ
い
て
。
藤
田
宏
達

「原
始
浄

土
思
想
の
研
究
」
-
岩
波
書
店
-

一
九
八
六
年
。
五
八
六
一
六

一
四
を
参
照
。
浄
土
教

に
お
け
る

〈四
少
門
果
〉
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
藤
田
宏
達
、
同
じ
、
五
三

一
-
五

三
六
頁
及
び
播
谷
明

「親
鸞
教
学
の
思
想
史
的
研
究
」
-
文
栄
堂
、

一
九
八

一
年
、

一

-
四
八
頁
を
参
照
。

(14
)
「思
想
史
序
説
」
四
三
四
-
四
三
五
頁
。

(
15
)
同
じ
、
四
四
〇
頁
。

(16
)
同
じ
、
四
四
〇
-
四
四

一
頁
。

(
17
)
同
じ
、
四
四
五
-
四
四
六
頁
。

(18
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
安
井
広
済

「中
観
思
想
の
研
究
」
-
法
蔵
館
-

一
九
七
〇
年
、

二
頁
を
参
照
。

(19
)
成
実
論
師
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
私
の

「成
実
論
師
の
思
想
に
つ
い
て
I

「法
華
義

記
」
を
中
心
に
」
-
駒
沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
、
第
三
十

一
号
、

一
九
九

八
年
、
九

一
-

一
〇
〇
頁
、
及
び

「成
実
論
師
の
思
想
に
つ
い
て
I
開
善
寺
智
蔵
の
思

想
を
中
心
に
」
、
同
じ
、
第
三
十
二
号
、

一
九
九
九
年
、
六
七
-
八

一
頁
を
参
照
。

(20
)
大
正
蔵
、
巻
四
七
1
四
四
八
-
B
。

(21
)
同
じ
、
四
四
九
-
A
。

(
99
　　
)
同
じ
、
四
五
三
-
B
。

(23
)
同
じ
、
四
五
四
I
B
。

(24
)
同
じ
、
四
五
六
-
A
。

(25
)
同
じ
、
四
三

一
I
B

・
c
。

〈
二
種
深
信
〉
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て

(そ
の
二
)

五
七


