
『
依
観
経
等
明
般
舟
三
昧
行
道
往
生
讃
』
を
中
心
に
し
て

善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈
往
生
の
因
果
〉
に
つ
い
て

の
中
で
最
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
し
て
、
掲
載
さ
れ

た
当
時
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
(2)O

　

け
れ

ど
も
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
け
る
こ
の
論
文
の
重
要
性
を
否
定
す
る
こ
と
が

不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
中
国
仏
教
思
想
に
お
け
る
善
導
浄
土
教
の
位
置
に
対
す

る
今
日
の
私
の
見
解
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
変
化

は
、
ま
た
、
二
つ
の
理
由
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
中
国
仏
教
思
想
そ
の

も
の
に
対
す
る
私
の
見
解
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
論
文
は
慧
遠
と
吉
蔵
の
よ
う
な
中
国
仏
教
の
最
も
代
表
的
な
思
想
家

に
対
す
る
善
導
の
批
判
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
仏
教
思
想
に
お
け
る
善
導

の
位
置
を
問
題
に
し
た
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
慧
遠
と
吉
蔵
の
思
想
を
も
含
め

て
中
国
仏
教
思
想
に
対
す
る
今
日
の
私
の
見
解
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
確

二
三

一

ジ
ョ
ア
キ
ン

　

モ
ン
テ
イ

ロ

キ
ー
ワ
ー
ド

‥
善
導
、
往
生
の
因
果
、
大
乗
主
義
、
『
般
舟
讃
』

(
一
)
問
題
の
所
在

『依
観
経
等
明
般
舟
三
昧
行
道
往
生
讃
』
(以
下
、
「般
舟
讃
」
と
略
す
)
を
中
心
に

し
て
善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本

論
文
の
目
的
で
あ
る
。
善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
に
対
す
る
こ
う
し

た
追
究
は
、
ま
た
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
目
的
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の

一
つ
は
中

国
仏
教
思
想
に
お
け
る
善
導
浄
土
教
の
位
置
を
考
え
直
す
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
て

よ
い
。
中
国
仏
教
思
想
に
お
け
る
善
導
浄
土
教
の
位
置
に
対
す
る
私
の
こ
れ
ま
で
の

見
解
を
最
も
的
確
な
形
で
表
現
し
た
も
の
と
し
て
「
「
二
種
深
信
の
思
想
的
な
意
味
に

つ
い
て
I
善
導
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
批
判
(‐)」
と
い
う
論
文
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
私
の
こ
れ
ま
で
の
学
術
論
文

善
導
浄
土
教
に
お
け
る

《往
生
の
因
果
》
に
つ
い
て



同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
二
十
二
号

実
で
あ
る
。
私
の
こ
れ
ま
で
の
中
国
仏
教
思
想
に
対
す
る
見
解
が
伊
藤
隆
寿
氏
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
た

〈格
義
仏
教
豆
〉
の
問
題
か
ら
出
発
し
、
そ
し
て
、
〈大
乗
主
義
〉
の

概
念

(
〈大
乗
〉
を

〈不
生
不
滅
〉
を
説
く
教
え
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

〈生
滅
〉
を
説
き
、
〈因
果
〉
と

〈智
慧
〉
を
説
く
教
え
の
す
べ
て
を

〈小
乗
〉
と
し

て
軽
視
す
る
中
国
仏
教
特
有
の
考
え
方
)
を
展
開
す
る
こ
と
を
通
し
て

〈約
理
〉
と

〈約
教
〉
と
い
う
二
側
面
を
含
ん
で
い
る

〈
二
諦
〉
概
念
を
中
心
に
し
た
中
国
仏
教
思

想
理
解
の
方
向

へ
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
展
開
の
す
べ
て
を
通
し
て
、

「
大
乗
起
信
論
」
を
前
提
に
し
て
い
る

〈格
義
的
如
来
蔵
思
想
〉
と
い
う
新
た
な
作
業

仮
説
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
〈格
義
仏
教
〉
と

〈
二
諦
〉
に
対
す
る
私

の
こ
れ
ま
で
の
見
解
が
本
質
的
に
変
化
し
て
い
な
い
と
考
え
て
よ
い
が
、
〈大
乗
主

義
〉
の
概
念
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
具
体
的
、
思
想
史
的
な
意
味
に
対
す

る
私
の
今
日
の
見
解
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
ま

で
の
私
に
お
け
る

〈大
乗
主
義
〉
の
規
定
で
は

〈大
乗
主
義
〉
の
す
べ
て
の
形
態
が

〈基
体
説
〉
に
基
づ
い
た

〈如
来
蔵
思
想
〉
理
解
と
同

一
視
さ
れ
て
い
た
が
、
私
は
こ

の
見
解
を
支
持
し
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
今
日
、
〈大
乗
主
義
〉
を

〈相

即
論
的
大
乗
主
義
〉
(ま
た
は
、
〈中
観
思
想
的
大
乗
主
義
〉)
と

〈如
来
蔵
思
想
的
大

乗
主
義
〉
と
い
う
二
つ
の
あ
り
方
に
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
前
者
を

〈如
来
蔵
思

想
〉
と
は
全
く
異
な
っ
た
思
想
と
見
、
そ
し
て
、
〈基
体
説
〉
に
基
づ
い
た
後
者

へ
の

解
説
の
可
能
性
を
本
質
的
に
不
可
能
な
も
の
と
し
て
見
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
論

・
四
論

・
天
台
等
の
よ
う
な
代
表
的
な

〈相
即
論
的
大
乗
主
義
〉
の
思
想
構
造

は
完
全
な

〈相
即
〉
の
論
理
に
基
づ
い
て
い
る
点
に
お
い
て

〈基
体
説
〉
で
は
全
く

二

三

二

あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
以
上
に
重
要
で
あ
る
の
は

〈基
体
説
〉

に
基
づ
い
た

〈如
来
蔵
思
想
〉
の
解
説
の
あ
り
方
に
は
本
質
的
な
問
題
が
あ
る
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。
〈基
体
説
〉
に
根
拠
付
け
ら
れ
た

〈如
来
蔵
思
想
〉
で
は

〈如
来
蔵

思
想
〉
は

〈
一
元
論
〉
に
根
拠
付
け
ら
れ
た
肉
体
か
ら
の
ア
ー
ト
マ
ン
の

〈離
脱
〉

思
想
と
し
て
了
解
さ
れ
た
り
、
ま
た
は
、
〈
一
〉
か
ら
の

〈万
有
〉
、
〈万
物
〉
の
発
生

論
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
う
し
た
見
解
が
極
め
て
乏
し
い

根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
涅
槃
経
」
等
の

〈如
来
蔵
思
想
〉
は

〈仏
性
〉
(ア
ー
ト
マ
ン
)
と

〈五
蔽
〉
(ま
た
は
、
肉
体
)
の
二

元
論
に
基
づ
い
た
解
脱
思
想
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
自
然
的
で
あ
り
、
そ
し
て
、

こ
う
い
う
風
に
了
解
さ
れ
た

〈如
来
蔵
思
想
〉
は

一
種
の

〈衆
生
論
〉
で
あ
る
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
が
故
に
、
〈如
来
蔵
思
想
〉
か
ら

〈発
生
論
的

一
元
論
〉
の
よ
う
な
発

想
を
引
き
出
す
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
(4)O

　

「
大
乗
起
信
論
」
の

〈格
義
的
如
来
蔵
思
想
〉
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
〈
一
心
〉
-

〈
二
門
〉

を
中
心
課
題
と
し
て
い
る

「大
乗
起
信
論
」
は
明
ら
か
に

一
種
の

〈衆
生
論
〉
で
あ

る
が
故
に

〈自
然
〉
、
〈万
有
〉
、
〈万
物
〉
の
発
生
と
ほ
と
ん
ど
無
縁
な
思
想
で
あ
る

よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
「
大
乗
起
信
論
」
に
お
け
る

〈
T
心
〉
か
ら
の

〈
一
切
法
〉
の

発
生
に
限
定
さ
れ
た

〈基
体
説
〉
は
全
く
無
意
味
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
こ
う
し

た

〈基
体
説
〉
は
あ
く
ま
で
も

〈衆
生
論
〉
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た

〈基
体
説
〉
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
故
に

〈
一
〉
か
ら
の

〈自
然
〉
、
〈万
物
〉
、
〈万

有
〉
の
発
生
と
全
く
無
縁
の
も
の
と
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

中
国
仏
教
思
想
に
お
け
る
善
導
浄
土
教
の
位
置
に
対
す
る
今
日
の
私
の
問
題
意
識
は



因
果
〉
を
そ
の
論
理
的
内
容
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
「唯
信
紗
文
意
」
は
完
全

な

〈返
本
還
源
〉
の
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は

「
天
皇
制
仏
教
批
判
」

に
お
い
て

「顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
」
(以
下
、
『教
行
信
証
』
と
略
す
)
の
親
鸞
と

晩
年
の
親
鸞
を
明
確
に
区
別
す
る
仮
説
に
よ
っ
て
親
鸞
の
思
想
に
お
け
る
論
理
的
矛

盾
の
存
在
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
(6て

　

今
日
の
私
は
晩
年
の
親
鸞
の
思
想
の
中

に
お
い
て
も
論
理
的
矛
盾
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
「浄
土
三
経
往
生
文
類
」
は
衆
生
に
お
け
る
仏
の
内
在
を
認

め
な
い

〈外
在
主
義
〉
的
な
立
場
に
立
脚
し
た

〈往
生
の
因
果
〉
を
内
実
と
し
て
い

る
点
に
お
い
て

〈返
本
還
源
〉
の
思
想
と
本
質
的
に
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
衆
生
に
お
け
る
仏
の
内
在
を
自
明
の
も
の
と
し
て
い
る

「唯
信
紗
文

意
」
の
思
想
は
あ
る

一
種
の

〈内
在
主
義
〉
に
根
拠
付
け
ら
れ
た

〈返
本
還
源
〉
の

思
想
を
そ
の
内
実
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
衆
生
に
お
け
る
仏
の
内
在
を

否
定
し
、
〈往
生
の
因
果
〉
を
前
提
に
し
て
い
る

「浄
土
三
経
往
生
文
類
」
の
往
生
理

解
は

〈返
本
還
源
〉
の
思
想
と
真
っ
正
面
か
ら
対
立
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
「唯

信
紗
文
意
」
に
お
け
る
往
生
理
解
は
衆
生
に
お
け
る
仏
の
内
在
を
前
提
に
し
て
い
る

〈返
本
還
源
〉
の
思
想
と
完
全
に

一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「浄
土
三
経
往
生
文
類
」

で
は
衆
生
に
お
け
る
仏
の
内
在
が
直
接
的
に
否
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「浄
土
三
経
往

生
文
類
」
と

「教
行
信
証
」
と
は
全
く
同
質
の
思
想
構
造
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら

れ
る
な
ら
ば
、
「信
巻
」
の

〈三
心
〉
に
お
け
る
仏
の
内
在
性
の
否
定
を
前
提
に
し
て

「浄
土
三
経
往
生
文
類
」
の
立
場
を
了
解
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
親
鸞

は
「教
行
信
証
」
の
「信
巻
」
の
中
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

二

三

三

〈大
乗
主
義
〉
の
こ
の
二
つ
の
あ
り
方
に
対
す
る
善
導
思
想
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
と
結
論
し
て
よ
い
。
私
の
善
導
理
解
の
変
化
に
対
す
る
も
う

一
つ
の

理
由
は

〈三
心
〉
-

〈二
種
深
信
〉
と
本
質
的
に
連
関
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
私

の
善
導
研
究
で
は
、
〈
二
種
深
信
〉
に
基
づ
い
た

(如
来
蔵
思
想
〉
批
判
が
中
心
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
た
が
、
今
日
の
私
に
は

〈三
心
〉
-

〈
二
種
深
信
〉
だ
け
で
は
善
導

の
思
想
構
造
を
充
分
に
解
説
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
感
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
善
導
の
思
想
の
論
理
的
構
造
を
解
説
す
る
た

め
に
は

〈往
生
の
因
果
〉
と
い
う
新
し
い
概
念
を
構
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
善
導
に
は

〈往
生
の
因
果
〉
と
い
う
概
念
が
存
在
し
な
い
が
、
こ
の
概
念
は

「般

舟
讃
」
を
中
心
に
し
た
善
導
の
新
し
い
読
解
か
ら
出
発
し
て
い
る
新
た
な
解
説
の
営

み
で
あ
る
。
私
は
こ
の
読
解
の
結
果
と
し
て
、
善
導
浄
土
教
の
論
理
的
解
説
に
関
す

る

「般
舟
讃
」
の
重
要
性
を
初
め
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
私

に
し
て
見
れ
ば
、
善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
と
い
う
概
念
を
想
定
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
仏
教
思
想
に
お
け
る

〈大
乗
主
義
〉
と

〈返
本
還
源
亙
〉
の

思
想
に
対
す
る
善
導
の
異
質
性
と
独
自
性
を
充
分
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
善
導
浄
土
教
と
中
国
仏
教
思
想
に

お
け
る
こ
の

〈返
本
還
源
〉
の
思
想
と
の
異
質
性
の
問
題
は
、
〈往
生
の
因
果
〉
を
問

題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
う

一
つ
の
目
的
と
深
く
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
同
じ
晩
年
の
親
鸞
の
著
術
で
あ
る

「浄
土
三
経
往
生
文
類
」

と

「唯
信
紗
文
意
」
と
の
間
に
完
全
な
論
理
的
対
立
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
「浄
土
三
経
往
生
文
類
」
は
善
導
浄
土
教
と
極
め
て
近
い

〈往
生
の

善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
に
つ
い
て



大
経
往
生
と
い
ふ
は
、
如
来
選
揮
の
本
願
、
不
可
思
議
の
願
海
、
こ
れ
を
他
力
と

ま
ふ
す
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
念
佛
往
生
の
願
因
に
よ
り
て
、
必
至
滅
度
の
願

果
を
う
る
な
り
。
現
生
に
正
定
聚
の
く
ら
ゐ
に
住
し
て
、
か
な
ら
ず
侃
賞
報
土

に
い
た
る
。
こ
れ
は
阿
倆
陀
如
来
の
往
相
廻
向
の
屏
因
な
る
が
ゆ

へ
に
、
無
上

涅
槃
の
さ
と
り
を
ひ
ら
く
、
こ
れ
を

「大
経
」
の
宗
致
と
す
。
こ
の
ゆ
へ
に
大

経
往
生
と
ま
ふ
す
、
ま
た
難
思
議
往
生
と
ま
ふ
す
な
り
(8)O

又
問
。
如
二字
訓
へ

論
主
意
以
L
二
為
趾

義
、
其
理
雖
い
可
い然
、
為
二
愚
悪
衆

生
・、
阿
弧
陀
如
束
已
殷
二

　

三
心
願
・、
云
何
思
念

也
。
答
。
佛
意
難
’
側
、

雖
い然
、
窟

　

推
二
斯
心
】、
一
切
群
生
海
、
自
二従
元
始
一已
来
、
乃
至
今
日
至
二

ニ

　　

ヱ

　

オ

ス

　

ワ

　

ニ
シ
テ

シ

　　

ノ

　　　　　　

テ

ン

　

ニ
シ
テ

シ

　　

ノ

　　　

ヲ

テ

今
時
・、

欄

　

悪
汚
染

　

元
二清
浄
心
・、
虚
暇

諮

偽

　

元
二偉
寅
心
一。
是
以

t
n
P

　　　

ノ

　　　

フ

　　

テ

　　　　　

へ
X
Z
ウ

　　　

ニ

　

タ

マ
フ
シ

　　

ノ

ヲ

如
来
悲
二欄

　

一
切
苦
悩
衆
生
海
・、
於
二
不
可
思
議
兆
載
永
劫
一行
二

　

菩
薩
行
一

時
、
三
業
所
修
、

一
念

一
刹
那
、
元
い
不
二
清
浄
・、
元
・
不
二
侃
心
・。
如
束

以
二清
浄
侃
心
・、
成
就
二

　

圓
融
元
尋
不
可
思
議
不
可
搦
不
可
説
至
徳
・。
以
二如

二
三

四

同
朋
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紀
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二
十
二
号

〈三
心
〉
の
中
の

〈至
心
〉
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
の
文
で
は
無
漏
な
る

〈仏
心
〉

と
有
漏
な
る

〈衆
生
心
〉
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
点
に
お
い
て
衆
生
に
お
け
る
仏

の
内
在
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
論
理
構
造
は

〈信
楽
〉
と

〈欲

生
〉
と
共
通
で
あ
り
、
そ
し
て
、
『浄
土
三
経
往
生
文
類
』
と
も
共
通
で
あ
る
と
考
え

て
よ
い
。
こ
の
論
理
構
造
は
、
ま
た
、
衆
生
に
お
け
る
仏
の
内
在
を
否
定
し
、
釈
尊

の
言
葉

(「
大
無
量
寿
経
」
)
と
の
出
会
い
を
信
心
決
定
の
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
い

る
点
に
お
い
て
明
ら
か
に

〈外
圧
主
義
〉
的
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
親
鸞
に
お
け
る
内
在
論
の
問
題
を
分
析
し
た
上
で
は
、
次
に

「浄

土
三
経
往
生
文
類
」
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
を
問
題
に
し
て
お
こ
う
。
親
鸞
は

「浄
土
三
経
往
生
文
類
」
の
中
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に

「浄
土
三
経
往
生
文
類
」
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
を
明
ら
か

に
し
た
上
で
は
、
次
に

「唯
信
紗
文
意
」
に
お
け
る
往
生
の
構
造
と

〈返
本
還
源
〉

ノ

　　

ヲ

　　　

シ
タ
マ
ヘ
リ

　　

ノ

　　　　　　　　　　

ノ

　　　

一

’

　　　　

ア
ラ

(
ス

　　

ノ

束
至
心
‘、
回
二施

　

諸
有

一
切
煩
悩
悪
業
邪
智
群
生
海
一。
則
是

彰
二
利
他
偉

ヲ

　

ニ

　　　　

シ

　

コ
ト

　

ノ

　　

(

　　　　　　

ノ

　　

ヲ

セ

ル

ノ

心
・故
、
疑
蓋
元
・
雑

。
斯
至
心
、
則
是
至
徳
尊
銃
為

其
鐙
一也

{7}O

こ
の
文
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に

「浄
土
三
経
往
生
文
類
」
に
お
け
る
往
生

の
構
造
は

〈願
因
〉
(十
八
願
に
よ
る
信
心
決
定
)
と

〈願
果
〉
(十

一
願
を
内
実
と

す
る
滅
度
)
と
の
間
の
因
果
関
係
を
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
〈住
正
定
聚
〉

と

〈滅
度
〉
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
こ
の
因
果
関
係
は

〈因

果
同
時
〉
な
の
で
は
な
く
、
〈因
果
異
時
〉
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
)
そ
の
意

味
で
は
、
「浄
土
三
経
往
生
文
類
」
に
お
け
る

〈往
生
〉
は

〈往
生
の
因
果
〉
の
論
理

的
構
造
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
衆
生
に
お
け
る
仏
の
内
在
を
否
定
し
。

〈因
果
異
時
〉
に
基
づ
い
て
い
る
こ
の
往
生
理
解
は

〈返
本
還
源
〉
の
思
想
と
異
質
で

あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
「浄
土
三
経
往
生
文
類
」
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
の

論
理
的
構
造
を
図
式
的
に
表
現
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。



こ
の如
束
微
塵
世
界
に
み
ち
く
て
ま
し
ま
す
、
す
な
わ
ち
一切
群
生
海
の
心

に
み
ち
た
ま

へ
る
な
り
、
草
木
國
土
こ
と
ご
と
く
み
な
成
佛
す
と
と
け
り
ぺ9)O

「浄土三経往生文類』 における 〈往生の因果〉

願　 因

住正定聚

信心決定

(十八願)

- - → ・　 願　 果

○- 一 一・¥　　 極楽往生

(十一願)

〈臓土〉　　　　　 匹　　　　　 〈浄土〉

(「大無量寿経」)　　　　 (真実報土)

の
思
想
と
の
関
連
を
問
題
に
し
て
お
こ
う
。
「唯
信
妙
文
意
」
に
お
け
る
往
生
の
論
理

的
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
さ
い
し
て
、
先
ず
最
初
に
、
衆
生
に
お
け
る
仏
の

内
在
を
前
提
と
す
る

〈内
在
主
義
〉
的
な
立
場
の
存
在
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
問
題
に
対
し
て

「唯
信
妙
文
意
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
文
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に

「唯
信
紗
文
意
」
は
衆
生
に
お
け
る
仏
の

内
在
を
認
め
る

〈内
在
主
義
〉
的
な
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
〈有

情
〉
と

〈非
有
情
〉
と
の
本
質
的
な
区
別
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

〈往
生
の
因

果
〉
の
成
立
条
件
を
も
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「唯
信
紗
文
意
」
に
お
け
る

〈返

本
還
源
〉
思
想
の
存
在
を
充
分
に
論
証
し
え
な
く
と
も
、
次
の
文
に
よ
っ
て
そ
の
存

在
の
推
定
が
充
分
に
可
能
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

善
導
浄
土
教
に
お
け
る

《往
生
の
因
果
》
に
つ
い
て

こ
の
文
に
関
す
る
解
釈
に
は
困
難
な
側
面
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
見

に
よ
れ
ば
如
来
が
法
性
か
ら
来
生
す
る
時
と
衆
生
が
法
性
―
真
如
界
に
か
え
る
時
が

二
三
五

莱
は
か

へ
る
と
い
ふ
、
き
た
る
と
い
ふ
、
法
性
の
み
や
こ
へ
む
か

へ
ゐ
て
か

へ
ら

し
む
と
な
り
。
法
性
の
み
や
こ
よ
り
衆
生
利
益
の
た
め
に
娑
婆
界
に
き
た
り
た

ま
ふ
ゆ

へ
に
束
を
き
た
る
と
い
ふ
な
り

(10)O



二
三
六

同
朋
大
学
佛
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化
研
究
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紀
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全
く
同
時
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
〈往
生
の
因
果
〉
に
お
け
る

　

(
二
)
『般
舟
讃
』
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉

　

へ
の
分
析

〈因
果
異
時
〉
を
否
定
し
て
い
る
こ
の
思
想
は

〈返
本
還
源
〉
と
同
じ
内
容
を
持
て
い

「般
舟
讃
」
に
お
け
る

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

ず
最
初
に
、
そ
の
営
み
の
前
提
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
本
論
文
に
お
け
る
分
析
は
次
の
よ
う
な
三
つ
の
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
、
善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
は
原
始
仏
教
や

ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る

〈四
沙
門
果
〉
と
の
関
連
に
お
い
て
了
解
す
べ
き
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に
、
〈極
楽
往
生
〉
と
い
う
も
の
は
未
来
に
お
け

る

〈無
漏
の
果
〉
を
内
実
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
現
在
に
お
け
る

〈無
漏

の
因
〉
が
な
け
れ
ば

〈往
生
の
因
果
〉
が
成
立
し
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
故
に
い

〈四
沙
門
果
〉
と
の
関
連
に
お
い
て

〈往
生
の
因
〉
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
{11
}o

　

〈
四
沙
門
果
〉
と
の
関
連
に
お
い
て

〈往
生
の
因
〉
を
問
題
に
す
る

と
、
浄
土
往
生
人
が
娑
婆
に
も
ど
る
こ
と
が
あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
故
に
、

〈預
流
向
・
預
流
果
〉
・
〈
一
来
向
こ

来
果
〉
で
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
同

時
に
、
浄
土
教
は
娑
婆
に
お
け
る

〈阿
羅
漢
向
-
阿
羅
漢
果
〉
の
可
能
性
を
否
定
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
故
に
娑
婆
に
お
け
る

〈往
生
の
因
〉
の
決
定
は

〈阿
羅
漢
〉

と
無
縁
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
浄
土
教
に
お
け
る

〈往
生

の
因
〉
の
決
定
と
い
う
こ
と
は

〈不
還
向
〉
―

〈不
還
果
〉
と
の
関
連
に
お
い
て
問

題
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
(u)o

　

つ
ま
り
、
善
導
浄
土
教
の
よ
う

に

〈不
退
〉
を
極
楽
に
限
定
す
る
浄
土
教
の
あ
り
方
で
は
現
世
に
お
け
る

〈往
生
の

因
〉
が

〈不
還
向
〉
と
の
関
連
に
お
い
て
了
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、

る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
「浄
土
三
経
往
生
文
類
」
と

「唯
信
紗

文
意
」
の
思
想
は
本
質
的
に
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
故
に
、
親
鸞
思

想
の
厳
密
な
見
直
し
の
た
め
に
は
善
導
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
の
確
認
が
必
要

不
可
欠
の
も
の
と
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
親
鸞
の
思
想
は
、
も
ち
ろ
ん
、
〈
二
種

深
信
〉
を
内
実
と
し
て
い
る

〈外
在
主
義
〉
的
な

〈横
超
〉
と
、
大
乗
主
義
的
、
〈内

在
主
義
〉
的
な

〈竪
超
〉
と
の
厳
密
な
区
別
を
前
提
に
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
同

時
に
、
〈横
超
の
菩
提
心
〉
と
い
う
表
現
を
使
用
し
て
い
る
点
に
お
い
て
こ
の
区
別
を

あ
い
ま
い
に
し
て
い
る
こ
と
も
確
し
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
〈菩
提
心
〉
と
い
う

概
念
そ
の
も
の
は

〈往
生
〉
、
も
し
く
は

〈成
仏
〉
の
内
在
主
義
的
な
根
拠
付
け
を
内

実
と
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
善
導

浄
土
教
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
と
い
う
概
念
に
基
づ
い
て

〈往
生
の
因
〉
と
し

て
の

〈信
心
〉
と

〈菩
提
心
〉
と
の
厳
密
な
区
別
を
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。



〈現
生
不
退
〉
に
立
脚
し
て
い
る
親
鸞
浄
土
教
は

〈不
還
果
〉
と
の
関
連
に
お
い
て
了

解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
〈不
還
向
-
不
還
果
〉
と
の
関
連
に
お

い
て
位
置
付
け
ら
れ
た

〈往
生
の
因
〉
は
、
も
ち
ろ
ん
、
仏
教
の

〈智
慧
〉
(諸
法
の

無
常

・
無
我

・
苦
を
正
し
く
分
別
す
る
知
性
)
と
本
質
的
な
関
係
を
有
し
て
い
る
の

で
あ
る
(13
)O

　

も
う

一
つ
は
、
善
導
浄
土
教
は
中
国
仏
教
に
お
け
る

〈大
乗
主
義
〉
の

一
つ
の
あ
り
方
で
あ
る

〈相
即
論
〉
と
真
っ
正
面
か
ら
対
立
し
て
い
る

〈断
絶
論
〉

を
内
実
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
は
娑
婆

(有
為

・
有
漏
の
領
域
)
と
極
楽

(無
為

・
無
漏
の
領
域
)

と
の
完
全
な
断
絶
を
前
提
に
し
て
お
り
、
そ
し
て
、
完
全
に
断
絶
し
て
い
る
娑
婆
と

極
楽
を
切
り
結
ぶ

〈往
生
の
因
〉
の
成
立
は
釈
尊
と
の
出
会
い
を
必
要
不
可
欠
の
条

件
と
し
て
い
る
。
釈
尊
と
の
出
会
い
と
は
、
ま
た
、
〈仏
〉
と

〈衆
生
〉
と
の
本
質
的

な
区
別
を
前
提
に
し
て
い
る
が
故
に
、
〈往
生
の
因
果
〉
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
完

全
な

〈断
絶
の
論
理
〉
を
そ
の
内
実
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
善
導
浄
土

教
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
と
い
う
こ
と
は

〈外
在
主
義
〉
的
に
根
拠
付
け
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(14)O

　

つ
ま
り
、
〈往
生
の
因
〉
は

意
識
に
外
在
し
て
い
る
仏
の
言
葉
と
の
出
会
い
を
不
可
欠
の
条
件
と
し
て
い
る
点
に

お
い
て
往
生
の
原
因
を
衆
生
に
内
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
了
解
し
て
い
る

〈内
在

主
義
〉
的
な
立
場
と
完
全
に
対
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
前
提
を
明
確
に
し
た
上
で
は
、
次
に
、
〈往
生
の
因
果
〉
の
内
実
を

論
じ
て
お
こ
う
。
〈往
生
の
因
果
〉
を
問
題
に
す
る
た
め
に
は
、
ま
た
、
次
の
よ
う
な

三
つ
の
論
点
が
中
心
と
な
る
。
そ
の

一
つ
は
、
善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈衆
生
論
〉

善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
》
に
つ
い
て

で
あ
る
。
私
は
、
最
近
、
中
国
仏
教
に
お
け
る

〈衆
生
論
〉
の
重
要
性
を
強
く
意
識

す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
故
に
、
善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈衆
生
論
〉
が
私
に
と
っ
て

最
も
重
要
な
課
題
の

一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈衆

生
論
〉
を
問
題
に
す
る
た
め
に
は
「般
舟
讃
」
か
ら
の
次
の

一
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

こ
の
文
を
分
析
す
る
と
、
次
の
三
点
が
問
題
と
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

一
つ
は
、
〈衆
生
〉
に
は

〈心
識
〉
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に

よ
っ
て

〈有
情
〉
と

〈非
有
情
〉
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
思

想
が
善
導
浄
土
教
に
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
成
実
論
師
、
も
し
く
は
毘
曇
師
と

の
本
質
的
な
関
連
の
可
能
性
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(16)O
も
う

一
つ
は
、

中
国
仏
教
に
お
け
る

〈心
識
〉
は

〈衆
生
〉
の
身
中
に
あ
る

〈仏
性
〉
、
も
し
く
は
。

〈ア
ー
ト
マ
ン
〉
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
る
多
く
の
場
合
が
存
在
す
る
が
故
に
、
善
導

に
お
け
る

〈仏
性
〉
、
〈ア
ー
ト
マ
ン
〉
の
存
在
の
有
無
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
善
導
に
お
け
る

〈心
識
〉
は

〈仏
性
〉
-

〈ア
ー
ト
マ
ン
〉
で

は
あ
り
え
な
い
こ
と
の
根
拠
と
し
て

「観
念
法
門
」
か
ら
の
次
の
文
を
挙
げ
る
こ
と

二
三
七

具
空
性
同
時
。
同
時
而
有
心
識
。
若
不
具
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
。
帥
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
提
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
察
同
時
有
有
。
若
具
空
察

同
時
有
者
。
印
唯
佛
具
佛
得
知
本
元
也
(15)O



陰
如
賊
。
四
如
蛇
。
焉
無
常
。
焉
恍
忽
。
無
常
主
。
了
本
無
。
因
縁
會
。
因
縁

散
{17}Q

こ
の
文
で
は
五
菰
の
分
析
に
基
づ
い
た

〈ア
ー
ト
マ
ン
〉
の
否
定
が
主
張
さ
れ
て

い
る
が
故
に
善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈心
識
〉
は

〈衆
生
〉
の
身
中
に
内
在
し
て
い

る

〈仏
性
〉
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
の
根
拠
に
充
分
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
善
導
に

お
け
る
こ
う
し
た
五
菰
の
分
析
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る

〈人
空
〉
思
想
と
全
く
同

質
の
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
成
実
論
師
、
も
し
く
は
、
毘
曇
師
と
の
関
係
の
可
能
性

を
推
定
さ
せ
る
も
う

一
つ
の
根
拠
と
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
善
導
に
お
け
る
〈心

識
〉
は

〈仏
性
〉
I

〈ア
ー
ト

マ
ン
〉
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
の
も
う

一
つ
の
根
拠

と
し
て

「法
事
讃
」
か
ら
の
次
の
一
文
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

二
三
八

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
〈衆
生
〉
に
お
け
る

〈往
生
の
因
〉
の
内
在
を
否
定
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
主
張
は

「般
舟
讃
」
の

〈衆
生
論
〉
に
お
け
る
次
の
論

点
と
本
質
的
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
善
導
浄
土
教
で
は

〈衆
生
〉
が

〈無
明
〉

-

〈煩
悩
〉
の
観
点
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
る
が
故
に

〈往
生
の
因
〉
の
内
在
性
が
本

質
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
「般
舟
讃
」
か

ら
の
次
の
二
文
を
引
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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が
可
能
で
あ
る
。

若
待
娑
婆
鐙
法
忍
。
六
道
恒
沙
劫
未
期
。
貧
眼
印
是
輪
回
業
。
煩
悩
豊
是
無
生

因
9
)。

識
性
無
常
逝
喩
風
燭
{18}O

「成
実
論
」
「論
門
品
」
に
あ
る

一
文
と
大
き
く
類
似
し
て
い
る
こ
の
文
で
は

〈識

性
〉
の
無
常
が
明
確
に
主
張
さ
れ
て
い
る
が
故
に
善
導
に
お
け
る

〈心
識
〉
は

〈仏

性
〉
で
は
あ
り
え
な
い
と
結
論
し
て
よ
い
。
「般
舟
讃
」
の
こ
の

一
文
に
対
し
て
最
後

に
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る

〈心
識
〉
は
あ

く
ま
で
も

〈流
転
〉
-

〈六
道
〉
の
原
因
で
あ
っ
て
、
〈往
生
〉
の
原
因
で
は
な
い
と

貧
賦
十
悪
相
榎
起
。
豊
是
解
脱
涅
槃
因
(20)。

こ
の
二
文
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に
善
導
の

〈衆
生
論
〉
で
は

〈往
生
の
因
〉

の

〈内
在
主
義
〉
的
理
解
が
本
質
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
問
題
は

「般
舟
論
」
の

〈衆
生
論
〉
に
お
け
る
最
後
の
論
点
、
つ
ま
り
、
善
導
浄

土
教
に
お
け
る

〈機
根
の
不
同
〉
の
存
在
の
有
無
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
私
の
こ

れ
ま
で
の
善
導
研
究
で
は

〈機
根
の
不
同
〉
を
認
め
る
発
想
の
す
べ
て
は
否
定
さ
れ

て
い
た
が
、
善
導
の
著
術
の
中
で

〈機
根
の
不
同
〉
を
認
め
る
発
想
が
明
ら
か
に
存

在
し
て
い
る
が
故
に
私
の
こ
れ
ま
で
の
発
想
は
あ
ま
り
に
も
楽
天
的
過
ぎ
て
い
た
と

認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
「般
舟
讃
」
の
次
の
二
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。



下
品
上
生
凡
夫
等
号
。

こ
の
二
文
を
分
析
す
れ
ば
、
善
導
の
思
想
に
お
い
て

〈機
根
の
不
同
〉
、
も
し
く

は
、
〈対
機
説
法
〉
の
よ
う
な
発
想
が
存
在
す
る
と
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
問
題

は
、
善
導
の
浄
土
教
に
お
い
て

〈凡
夫
〉
か
ら
厳
密
に
区
別
さ
れ
た

〈聖
者
〉
1

〈聖

人
〉
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
善
導
の
浄
土

教
で
は

「観
経
」
の

〈九
品
九
生
〉
が

〈衆
生
〉
の
す
べ
て
の
領
域
を
含
ん
で
い
る

と
す
る
な
ら
ば
、
〈凡
夫
〉
か
ら
厳
密
に
区
別
さ
れ
た

〈聖
者
〉
-

〈聖
人
〉
の
存
在

が
、
一
体
、
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「般
舟
讃
」
か
ら
の
次
の
よ
う
な
諸
文
を

引
用
し
な
が
ら
こ
の
問
題
を
考
え
て
お
こ
う
。

下
品
中
生
凡
夫
等
(30
)。

佛
敦
多
門
八
萬
四
。
正
焉
衆
生
機
不
同
呑
。

中
品
中
生
凡
夫
等
(̀30

又
説
種
種
方
便
教
門
非

て
ひ
。

中
品
下
生
凡
夫
等
呑
。

上
品
中
生
凡
夫
等
(24)O

上
品
下
生
凡
夫
等
号
。

中
品
上
生
凡
夫
等
酋
。

善
導
浄
土
教
に
お
け
る

《往
生
の
因
果
》
に
つ
い
て

上
品
上
生
凡
夫
等
(23
)O

下
品
下
生
凡
夫
等
1
)。

大
小
凡
夫
平
等
振
(S
)Q

そ
れ
ら
の
文
を
分
析
し
て
見
る
と
、
衆
生
の
す
べ
て
の
領
域
を
含
ん
で
い
る

〈九

品
九
生
〉
の
す
べ
て
は

〈凡
夫
〉
で
あ
る
が
故
に
善
導
浄
土
教
で
は

〈凡
夫
〉
か
ら

厳
密
に
区
別
さ
れ
た

〈聖
者
〉
I

〈聖
人
〉
が
成
立
し
な
い
と
結
論
し
て
よ
い
。
そ

の
意
味
で
は
善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈機
根
の
不
同
〉
と
は

〈凡
夫
〉
と

〈凡
夫
〉

と
の
間
の
相
対
的
な
違
い
を
前
提
に
し
て
い
る
が
故
に
厳
密
な
意
味
で
の

〈機
根
の

不
同
〉
-

〈対
機
説
法
〉
で
は
あ
り
え
な
い
と
結
論
し
て
よ
い
。
そ
し
て
、
〈機
根
の

不
同
〉
と
い
う
発
想
は

〈往
生
〉
の
原
因
の
内
在
主
義
的
理
解
と
本
質
的
に
関
連
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
故
に
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
善
導
浄
土
教
は

〈外
在

二
三
九



若
非
鐸
迦
勤
念
佛
。
倆
陀
浮
土
何
由
見
島
)。

稀
迦
如
来
賓
是
慈
悲
父
母
。
種
種
方
便
我
起
我
等
無
上
信
心
(む)O

以
上
の
よ
う
な

『般
舟
讃
』
か
ら
の
引
文
に
よ
っ
て
善
導
浄
土
教
の

〈外
在
主
義
〉

的
性
格
が
充
分
に
論
証
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
善
導
の
浄
土

教
で
は
釈
尊
と
の
出
会
い
が
娑
婆
に
お
け
る

〈往
生
の
因
〉
成
立
の
不
可
欠
の
条
件

に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
釈
尊
と
の
出
会
い
と
は
あ
っ
て
も
、
な
く
て
も
よ
い

性
質
の
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
〈往
生
の
因
〉
の
決
定
に
関
し
て
の
必
要
不
可
欠
の

媒
介
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
〈衆
生
〉
に
お
け
る

〈往
生
の
因
〉
の
内
在

性
を
否
定
し
、
釈
尊
と
の
出
会
い
を
往
生
決
定
の
不
可
欠
の
媒
介
と
し
て
い
る
善
導

浄
土
教
は

〈外
在
主
義
〉
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
て
よ
い
。

以
上
の
よ
う
に

〈往
生
決
定
〉
に
お
け
る
釈
尊
か
ら
の
媒
介
の
必
然
性
を
明
ら
か

に
し
た
上
で
は
、
次
に
、
〈往
生
の
果
〉
に
お
け
る

〈不
退
〉
と

〈発
菩
提
心
〉
を
問

題
に
し
て
お
こ
う
。
〈現
生
不
退
〉
-

〈不
還
果
〉
に
立
脚
し
て
い
る
親
鸞
の
浄
土
教

と
は
違
っ
て

〈不
還
向
〉
に
立
脚
し
て
い
る
善
導
の
浄
土
教
で
は

〈不
退
〉
が
極
楽

往
生
以
後
の
も
の
と
し
て
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
善
導
浄
土
教
で

は
娑
婆
に
お
け
る

〈往
生
の
因
〉
の
決
定
が
充
分
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

〈退
転
〉
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
善
導
浄
土
教
に
お
け
る
信
仰
的

同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
二
十
二
号

主
義
〉
的
に
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
と
結
論
し
て
よ
い
。

以
上
の
よ
う
に
善
導
に
お
け
る

〈衆
生
論
〉
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
は
、
次
に
、

善
導
浄
土
教
の

〈外
在
主
義
〉
的
性
格
と
深
く
関
連
し
て
い
る
娑
婆
に
お
け
る

〈往

生
の
因
〉
の
決
定
に
関
す
る
釈
尊
の
言
葉
と
の
出
会
い
の
必
然
性
を
問
題
に
し
て
お

こ
う
。
娑
婆
に
お
け
る

〈往
生
の
因
〉
(〈必
具
三
心
〉
、
ま
た
は
、
〈二
種
深
信
〉
を

内
容
と
す
る

〈称
名
念
仏
〉
)
の
決
定
は
釈
尊
と
の
出
会
い
を
そ
の
必
然
的
条
件
と
し

て
い
る
こ
と
に
対
し
て

「般
舟
讃
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

二
四
〇

砕
身
噺
謝
鐸
迦
恩
{39
}O

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

入
(36
)。

得
免
娑
婆
長
劫
難
。
特
蒙
知
識
種
迦
恩
(37)。

若
非
知
識
敦
搦
佛
。
如
何
得
入
倆
陀
國
唇
。

遇
値
往
生
善
知
識
。
得
聞
浮
土
冊
陀
名
呑
。

不
因
憚
迦
如
来
力
。
佃
陀
浮
土
若
焉
聞
(と
。

得
免
娑
婆
長
劫
苦
。
今
日
見
佛
鐸
迦
恩
。
順
随
佛
語
見
弼
陀
(35)。



臨
終
華
座
自
来
迎
。

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
爽
無
為

{42}o

無
生
印
是
阿
羅
漢
。
羅
漢
回
心
向
大
乗
。

一
我
巳
去
小
心
滅
。
直
至
菩
提
無
有

退
{44}O

る
の
で
あ
る
。
〈極
楽
〉
に
お
け
る

〈阿
羅
漢
〉
の
往
生
の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る

「浄
土
論
」
の
思
想
と
は
違
っ
て
善
導
は
こ
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

同
時
に
、
〈阿
羅
漢
〉
が
往
生
以
後
、
菩
薩
に
転
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
浄

土
教
経
典
の
傾
向
性
を
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
善
導
は
こ
の
問
題
に

つ
い
て

「般
舟
讃
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

緊
張
感
及
び
そ
れ
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
称
名
念
仏
の
継
続
性

(無
間
修
)
と
は
そ

れ
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
善
導
は

「般
舟
讃
」

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈往
生
の
果
〉
と

〈発
菩
提
心
〉
と
の
関
係
が
最
後
の
課

題
と
な
る
。
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
次
の
二
点
を
明
確
に
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
、
善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈大
乗
主
義
〉
、
小
乗
と
大
乗
と

の
関
係
及
び
極
楽
に
お
け
る
〈発
菩
提
心
〉
と
の
関
係
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

善
導
に
は

〈極
楽
〉
を
常
住
な
る
も
の
と
し
て
語
る
強
い
傾
向
性
が
存
在
す
る
が
、

〈極
楽
〉
は
あ
く
ま
で
も

〈未
来
の
果
〉
で
あ
る
が
故
に

〈衆
生
〉
に
内
在
し
て
い
る

如
来
蔵
思
想
の

〈仏
性
〉
と
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

意
味
で
は
、
善
導
に
お
け
る

〈極
楽
〉
の
常
住
性
は
如
来
蔵
思
想
に
お
け
る
そ
れ
よ

り
も
ア
ビ
ダ
ル
マ
思
想
の

〈三
無
為
〉
に
お
け
る

〈択
滅
無
為
〉
と
近
い
性
格
の
も

の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
(43)。
つ
ま
り
、
善
導
に
お
け
る

〈極
楽
〉
の
常
住
性

は

〈大
乗
主
義
〉
の

〈不
生
不
滅
論
〉
と
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小

乗
に
対
す
る
大
乗
の
優
超
性
の
問
題
に
関
し
て
い
え
ば
、
浄
土
教
経
典
に
は

〈阿
羅

漢
〉
と

〈菩
薩
〉
を
極
楽
に
お
い
て
な
ら
べ
て
語
る
傾
向
と
、
〈阿
羅
漢
〉
が

〈菩

薩
〉
に
転
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
も
う

一
つ
の
傾
向
が
存
在
す

善
導
浄
土
教
に
お
け
る

《往
生
の
因
果
》
に
つ
い
て

華
開
始
登
菩
提
心
魯
。

二

四

一

こ
の
文
か
ら
よ
く
了
解
で
き
る
よ
う
に
善
導
は

〈発
菩
提
心
〉
を
往
生
以
後
の
も

の
と
し
て
限
定
し
た
と
し
て
も
、
〈発
菩
提
心
〉
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
次
の
課
題
と
本
質
的
に
連
関
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
〈極
楽
往
生
〉
以
後
の

〈発
菩
提
心
〉
と

〈内
在
主
義
〉
-

〈外
在
主
義
〉

と
い
う
思
想
対
立
と
の
関
係
及
び

〈菩
提
心
〉
と

〈信
心
〉
と
の
関
係
の
問
題
な
の

で
あ
る
。
善
導
に
お
け
る

〈発
菩
提
心
〉
は

〈極
楽
往
生
〉
以
後
の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
に

「般
舟
讃
」
か
ら
の
次
の
三
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

合
掌
始
登
菩
提
心
(45)。



同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
二
十
二
号

法
眼
開
時
見
佛
會
。
印
我
無
上
菩
提
心
a
}。

二
四

二

善
導
に
お
け
る

〈発
菩
提
心
〉
は

〈極
楽
往
生
〉
以
後
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
善
導
浄
土
教
に
お
い
て
は
娑
婆
に
お
け
る

〈発
菩
提
心
〉
が
認
め
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
〈発
菩
提
心
〉
が
娑
婆

に
お
け
る

〈往
生
の
因
〉
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
釈
尊
と
の
出
会

い
を
そ
の
成
立
条
件
と
し
、
〈衆
生
〉
に
内
在
し
て
い
る

〈往
生
の
因
〉
を
否
定
し
て

い
る

〈信
心
〉
は

〈外
在
主
義
〉
的
で
あ
る
こ
と
が
い
う
ま
で
も
な
い
が
故
に
善
導

浄
土
教
に
お
け
る

〈信
心
〉
と
は

〈菩
提
心
〉
と
全
く
異
質
な
概
念
と
な
る
。
〈信

心
〉
に
よ
っ
て
成
立
す
る

〈往
生
〉
に
完
全
に
依
存
し
て
い
る

〈菩
提
心
〉
は

〈外

在
主
義
〉
的
に
根
拠
付
け
ら
れ
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
、
〈菩
提
心
〉
と
は

〈内
在
主
義
〉
的
に
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
の
み
に
お
い

て
有
意
義
な
概
念
と
な
り
う
る
が
故
に
、
〈外
在
主
義
〉
的
に
根
拠
付
け
ら
れ
た

〈菩

提
心
〉
は
真
の
意
味
で
の

〈菩
提
心
〉
で
は
あ
り
え
な
い
と
結
論
し
て
よ
い
。
そ
の

意
味
に
限
定
し
て
い
え
ば
、
善
導
が

〈菩
提
心
〉
を
否
定
し
た
と
考
え
て
よ
い
(48)。

な
ぜ
な
ら
ば
、
善
導
が

〈菩
提
心
〉
を
直
接
的
に
否
定
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
娑

婆
に
お
け
る

〈発
菩
提
心
〉
の
可
能
性
を
否
定
し
、
〈菩
提
心
〉
を

〈外
在
主
義
〉
的

に
根
拠
付
け
た
点
に
お
い
て

〈菩
提
心
〉
の
概
念
を
全
く
無
意
味
な
も
の
に
し
て
し

ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
善
導
浄
土
教
に
お
い
て

娑
婆
に
お
け
る

〈往
生
の
因
〉
を
な
し
て
い
る

〈信
心
〉
と
は

〈菩
提
心
〉
と
全
く

異
な
っ
た
概
念
で
あ
る
。
善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
を
図
式
的
に
表



善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
の
構
造
は
親
鸞
の

「浄
土
三
経
往
生
文

類
」
の
そ
れ
と
本
質
的
に
類
似
し
て
い
る
が
、
二
つ
の
重
要
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
の

一
つ
は
、
善
導
浄
土
教
に
お
い
て
は
娑
婆
に
お
け
る

(往
生
の
因
〉
の
決
定
が

認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
〈現
生
不
退
〉
の
よ
う
な
発
想
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
善
導
浄
土
教
に
お
い
て
は

〈信
心
〉
と

〈菩
提
心
〉
と
の

概
念
上
の
区
別
が
親
鸞
に
お
け
る

〈横
竪
二
超
〉
の
区
別
よ
り
は
る
か
に
明
確
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
〈往
生
の
因
果
〉
に
対
す
る
こ
の
二
つ
の
考
え
方
の
関
連
を
厳
密

な
形
で
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

「唯
信
紗
文
意
」
に
お
け
る

〈返
本
還
源
〉
思

想
に
対
す
る
批
判
的
克
服
を
展
開
す
る
こ
と
が
親
鸞
研
究
に
お
け
る
今
後
の
課
題
と

な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
「唯
信
紗
文
意
」
の
こ
う
し
た

〈返
本
還
源
〉
思
想
に
対

す
る
批
判
的
克
服
を
課
題
と
し
え
な
い
親
鸞
研
究
は
真
の
意
味
で
の

〈日
本
仏
教
の

仏
教
学
〉
で
は
あ
り
え
な
い
と
結
論
し
て
よ
い
(49)O

現
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

の
論
理
〉
に
基
づ
い
て
い
る
が
故
に
善
導
の
思
想
は

〈相
即
論
〉
と
完
全
に
対
立
し

て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
〈大
乗
主
義
〉
の

〈如
来
蔵
思
想
〉
的
な
あ
り
方
に
関

し
て
い
え
ば
、
善
導
の
思
想
は
五
羅
の
分
析
に
基
づ
い
て
衆
生
の
身
中
に
内
在
し
て

い
る

〈仏
性
〉
を
否
定
し
、
〈識
性
〉
の
無
常
を
前
提
に
し
て
い
る
が
故
に
善
導
の
思

想
は

〈如
来
蔵
思
想
〉
で
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
同
時
に
、
〈往
生
の
因

果
〉
と
い
う
概
念
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
娑
婆
に
お
け
る

〈往
生
の
因
〉
と
し

て
の

〈信
心
〉
と
、
〈菩
提
心
〉
と
の
異
質
性
を
充
分
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に
基
づ
い
て
慧
遠
と
吉
蔵
の

「観
経
」
解
釈

に
対
す
る
善
導
の
批
判
を
論
理
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
仏
教
思
想
に

お
け
る
善
導
の
位
置
を
考
え
直
す
こ
と
が
善
導
研
究
に
関
す
る
私
の
今
後
の
課
題
と

な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
善
導
研
究
の
課
題
を
親
鸞
研
究
と
関
連
し
て
考
え
て
く

る
と
、
娑
婆
に
お
け
る

〈不
退
〉
に
対
す
る
認
識
の
対
立
と
親
鸞
に
お
け
る

〈横
竪

二
超
〉
区
別
の
あ
い
ま
い
さ
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
善
導
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉

の
構
造
と

「浄
土
三
経
往
生
文
類
」
の
そ
れ
と
の
間
に
本
質
的
な
類
似
性
が
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
「浄
土
三
経
往
生
文
類
」
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
に

基
づ
い
て

「唯
信
紗
文
意
」
の

〈返
本
還
源
〉
の
思
想
を
批
判
的
に
克
服
す
る
こ
と

が
今
後
の
親
鸞
研
究
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
に
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
の
あ
り
方
は
晩
年
の
親
鸞
の
思
想
の
意
味
を
考
え
直
す
た
め

に
は
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

二
四

三

〈往
生
の
因
果
〉
と
い
う
概
念
に
基
づ
い
て
中
国
仏
教
思
想
に
お
け
る
善
導
の
位
置

を
考
え
て
く
る
と
、
次
の
よ
う
な
観
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
〈大
乗
主
義
〉

の

〈相
即
論
〉
的
な
あ
り
方
に
関
し
て
い
え
ば
、
〈往
生
の
因
果
〉
は
完
全
な

〈断
絶

善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈往
生
の
因
果
〉
に
つ
い
て

(
三
)
結
論



二
四

四

同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
二
十
二
号

註

(1
)
こ
の
間
題
に
つ
い
て
私
の
「
二
種
深
信
の
思
想
的
な
意
味
に
つ
い
て
I
善
導
に
お
け
る

如
来
蔵
思
想
批
判
」
、
同
朋
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
第
十
六
号
、

一
九
九
六
年
、

二
六
五
~
二
八
三
頁
を
参
照
。

(2
)
こ
の
影
響
の
最
も
代
表
的
な
具
体
例
と
し
て
、
袴
谷
憲
昭

「法
然
と
明
恵
-
日
本
仏
教

思
想
史
序
説
」
、
大
蔵
出
版
、

一
九
九
八
年
を
是
非
と
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(3
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
伊
藤
隆
寿

「格
義
仏
教
考
-
初
期
中
国
仏
教
の
形
成
」
、
「中
国

仏
教
の
批
判
的
研
究
」
、
大
蔵
出
版
、

一
九
九
二
年
、

二

一五
~

一
五
六
頁
を
参
照
。

(4
)
《如
来
蔵
思
想
〉
は

《仏
性
〉
と

〈五
羅
〉
(も
し
く
は
、
〈身
体
〉
)
の
二
元
論
に
基
づ

い
た

《離
脱
思
想
〉
で
あ
り
、
〈仏
性
》
が

〈五
菰
〉
、
も
し
く
は

〈外
境
〉
に
対
す
る

発
生
の
原
理
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
観
点
が
岡
本

一
平
氏
と
の
議
論
の
中
か
ら
成
立

し
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
極
め
て
有
意
義
な
議
論
に
関
し
て
岡
本
氏
に
深
謝
の

気
持
ち
を
表
し
た
い
。
《如
来
蔵
思
想
》
の
こ
う
し
た
性
格
と
深
く
関
連
し
て
い
る
中

国
仏
教
の
代
表
的
な
文
献
と
し
て
、
「大
般
涅
槃
経
集
解
」
、
大
正
蔵
、
巻
三
七
、
三
七

七
~
六

一
一
頁
及
び

「大
般
涅
槃
経
」
、
大
正
蔵
、
巻
十
二
、
六
〇
五
~
八
五
二
頁
を

是
非
と
も
参
照
さ
れ
た
い
。
中
国
仏
教
に
お
け
る
涅
槃
師
と
成
実
論
師
の
思
想
的
共
通

点
と
相
違
点
、
及
び

〈心
識
論
》
、
《心
滅
不
滅
論
〉
の
よ
う
な
論
点
を
問
題
に
す
る
こ

と
に
さ
い
し
て
最
も
重
要
な
文
献
と
な
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
故
に
、
今
後
の
中
国

仏
教
研
究
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

(5
)
近
代
の
中
国
仏
教
に
お
け
る

《返
本
還
源
》
思
想
批
判
に
つ
い
て
、
」
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i
c
a
l

　

b
u
d
d
h
is
n
b

　

e
d
i
t
e
d

　

b
y

J
　

i
e

　

H
u
b
b
a
r
d

　

a

　

R
lu
l

　

L

　

Sw
ansonJ
niversity

　

o
f

　

H
a
w
a
ili

　

P
ressJ
997　p
a
g
s
　

3
0
5
j
0
7
を
是
非
と
も
参
照
さ
れ
た
い
。
今
日
の
日
本
仏
教
に
お
い
て
も

〈浄
土
往
生
〉

を

《還
浄
》
と
し
て
理
解
す
る

〈返
本
還
源
〉
的
な
発
想
が
本
質
的
に
克
服
さ
れ
て
い

な
い
が
故
に
近
現
代
の
中
国
仏
教
に
お
け
る
こ
の
批
判
の
存
在
に
注
目
す
る
必
要
が
あ

る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

(6
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
の

「日
本
仏
教
と
天
皇
制
」
、
「
天
皇
制
仏
教
批
判
」
、
三

一

書
房
、

一
九
九
八
年
、
(以
下
、
「
天
仏
」
と
略
す
)
十
五
~
六

一
頁
、
及
び

「
日
本
仏

教
思
想
史
に
お
け
る
親
鸞
の
位
置
」
。
同
じ
、

一
九
五
~
二
四
〇
頁
を
参
照
。

(7
)
「真
宗
聖
教
全
書
」
、
二
、
宗
祖
部
、
五
九
~
六
十
頁
。

(8
)
同
じ
、
五
五

一
頁
。

(9
)
同
じ
、
六
三
〇
頁
。

(10
)
同
じ
、
六
二
六
頁
。

(11
)
浄
土
教
に
お
け
る

〈四
沙
門
果
〉
と

〈往
生
〉
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
藤
田
宏
達

「原

始
浄
土
思
想
の
研
究
」、
岩
波
書
店
、

一
九
七
〇
年
、
五
八
六
~
六

一
八
頁
を
参
照
。

(12
)
こ
の
観
点
は
岡
本

一
平
氏
に
よ
っ
て
初
め
て
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
岡
本

氏
に
対
し
て
深
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

(13
)
〈註
〉
(11
)
と
同
じ
、
六

一
〇
~
六

一
四
頁
。

(14
)
〈外
在
主
義
〉
と

〈内
在
主
義
〉
の
問
題
に
つ
い
て
、
R
lu
l

　

J
o

　

G
rim
th
s

　

T
h
e

　

lim
its

o
f
　

C
riticism
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n
ing
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h
e
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o
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45J
60J
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p
l
a
c
e
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f
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e
a
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i
n
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h
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p
r
a
c
t
i
c
e

　

o
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r
e
l
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i
o
n
o

　

O
x
fo
r
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U
n
iv
e
r
s
ity
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999y
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72
7
6
S
及
び
袴
谷
憲
昭
、
「唯
識
思
想
論
考
」
、
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇

一
年
、
二
~
七
十

頁
を
参
照
。
袴
谷
氏
が
主
張
す
る

〈批
判
的
外
在
主
義
》
Q
ritica
l

　

e
x
te
m
alism
)
を

ふ
ま

へ
た
ポ
ー

ル

　

グ
リ
ジ
フ
ィ
ス
氏
の

〈外
在
主
義
〉
lex
tem
ali　

)
理
解
に
対

す
る
私
の
批
判
と
し
て
、R
lu
11
G
rim
th
s
著
R
e
lig
iou
s

　

r
e
a
d
in
g
　
t
h
e

　

p
l
a
c
e

　

o
f

　

r
e
a
d
in
g

i
n
　

t
h
e

　

p
r
a
c
t
i
c
e

　

o
f

　

relig
io
n
o
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
、
第
七
四
号
。
二
〇
〇

一
年
、
四
三

~
五
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(15
)
大
正
蔵
、
巻
四
七
、
四
五
六
-
A
。

(16
)
善
導
浄
土
教
と
成
実
論
師
の
思
想
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
私
の

「善
導
に
お
け
る

「成

実
論
」
の
影
響
に
つ
い
て
」
、
「宗
教
研
究
」、
第
六
八
巻
、
三
〇
三
、

一
九
九
五
年
、

二
五
〇
~
二
五

一
頁
、
及
び

「親
鸞
の
思
想
を
問
題
に
す
る
前
提
」
、
「
天
仏
」
、

一
六

二
~

一
六
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
善
導
と

「成
実
論
」
-
成
実
論
師
の
思
想
と
の
本

質
的
な
関
連
性
の
指
摘
に
基
づ
い
て
昨
年
、
八
月
の
頃
に
出
き
上
が
っ
た

「成
実
論
」

「無
明
品
」
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
を
本
論
文
に
付
随
し
て
載
せ
る
こ
と
に
し
た
。
仏
教

に
お
け
る

〈無
明
〉
の
意
味
を
最
も
徹
底
し
た
形
で
追
究
し
、
〈有
情
〉
と

〈非
有
情
〉

と
の
区
別
を
明
確
に
し
た

「無
明
品
」
の
思
想
は
善
導
浄
土
教
に
お
け
る

〈衆
生
論
〉

を
明
確
に
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
仏
教
全
般
に
お
け
る

(衆
生
絵
〉
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
関
し
て
決
定
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「無
明
品
」

を
中
心
に
し
た
こ
う
し
た
思
想
的
追
究
は
、
ま
た
、
親
鸞
研
究
と
無
縁
の
も
の
で
は
あ



(41
一)
同
じ
。
四
四
八
-
A
。

(42
)
同
じ
、
四
四
九
I
A
。

(43
)
説

一
切
有
部
に
お
け
る

〈無
為
〉
の
常
住
的
性
格
に
つ
い
て
、
「
阿
毘
曇
心
論
」
「界

品
」
、
大
正
蔵
、
巻
二
八
、
八

一
〇
-
B
。
説

一
切
有
部
に
お
け
る

(択
滅
〉
の
意
味

に
対
す
る
鋭
い
指
摘
と
し
て
、
袴
谷
憲
昭

「
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
け
る
菩
薩
論
」
、

加
藤
純
章
博
士
還
暦
記
念
論
集

「
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
と
イ
ン
ド
思
想
」
、
春
秋
社
、
二

〇
〇
〇
年
、
一
九
~
ニ

ー
頁
を
是
非
と
も
参
照
さ
れ
た
い
。
説

一
切
有
部
に
お
け
る
こ

の

〈三
無
為
〉
常
住
の
思
想
は
仏
教
の
中
心
思
想
で
あ
る

〈三
法
印
》
I

《縁
起
〉
と

矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
宗
教
的
な
テ
ロ
ス

(最
終
的
目
標
)
を
指
し
示
す
も
の

と
し
て
有
意
義
で
あ
り
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
興
味
深
い
こ
と
は
、
「成
実
論
」
の

「五

智
品
」
(大
正
蔵
、
巻
三
二
、
三
六
八
-
C
、
三
六
九
-
A
-
B
。)
で
は

〈無
為
》
の

常
住
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
宗
教
的
な
テ
ロ
ス
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て

《三

心
》
中
の

〈滅
空
心
〉
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈三
無
為
〉
の
常
住
性
を
批

判
的
に
克
服
し
な
が
ら
宗
教
的
な
テ
ロ
ス
の
意
味
を
肯
定
す
る
こ
と
は

「成
実
論
」
の

重
要
な
思
想
的
特
色
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

(44
)
大
正
蔵
、
巻
四
七
、
四
五
五
-
A
。

(45
)
同
じ
、
四
五
五
-
B
。

(46
)
同
じ
。

(47
)
同
じ
、
四
五
五
I
C
。

(48
)
こ
の
問
題
と
深
く
関
連
し
て
い
る
法
然
に
お
け
る

〈菩
提
心
〉
否
定
の
問
題
に
つ
い

て
。
袴
谷
憲
昭
氏
の

「法
然
と
明
恵
」
を
是
非
と
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(49
)
〈日
本
仏
教
の
仏
教
学
〉
に
対
す
る
私
の
意
見
と
し
て
、
「日
本
仏
教
の
論
点
-
末
木
文

美
士
氏

へ
の
再
論
」
、
駒
深
大
學
佛
教
學
部
研
究
紀
要
、
第
六
〇
琥
、
二
〇
〇
二
年
、

三
月
、
四

一
九
~
四
三
七
頁
を
是
非
と
も
参
照
さ
れ
た
い
。

り
え
な
い
。
(
リ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
と
親
鸞
の
思
想
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
全
く
異
質
の
も
の

で
あ
る
が
、
《無
明
〉
に
立
脚
し
た
人
間
観
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
共

通
点
で
あ
る
。
「無
明
品
」
の
思
想
と
の
対
決
に
お
い
て
親
鸞
に
お
け
る

〈無
明
〉
の

意
味
を
追
究
す
る
こ
と
は
親
鸞
の

〈衆
生
論
》
と

〈人
間
観
〉
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
関
し
て
重
要
な
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
あ
り
方

に
よ
っ
て

《宿
業
論
〉
を
中
心
に
し
た
通
俗
的
親
鸞
理
解
の
克
服
が
初
め
て
可
能
と
な

る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

(17
)
大
正
蔵
、
巻
四
七
、
二
四
-
A
。

(18
)
同
じ
、
四
三
七
I
c
。

(19
)
同
じ
、
四
四
八
-
c
。

(20
)
同
じ
、
四
四
九
I
A
。

(21
)
同
じ
、
四
四
八
-
A
。

(22
)
同
じ
、
四
四
九
I
A
。

(23
)
同
じ
、
四
五
四
I
A
。

(24
)
同
じ
、
四
五
四
-
B
。

(25
)
同
じ
。

(26
)
同
じ
、
四
五
四
-
c
。

(27
)
同
じ
。

(28
)
同
じ
、
四
五
五
-
A
。

(29
)
同
じ
。

(30
)
同
じ
、
四
五
五
-
B
。

(31
)
同
じ
。

(32
)
同
じ
、
四
五
五
I
A
。

(33
)
同
じ
、
四
四
九
-
c
。

(34
)
同
じ
、
四
五
〇
I
A
。

(35
)
同
じ
、
四
五
〇
-
B
。

(36
)
同
じ
、
四
五

一
-
A
。

(37
)
同
じ
、
四
五
二
-
B
。

(38
)
同
じ
、
四
五
五
-
B
。

(39
)
同
じ
、
四
五
五
-
B
。

(40
)
同
じ
、
四
五
五
-
c
。

善
導
浄
土
教
に
お
け
る

《往
生
の
因
果
》
に
つ
い
て

二
四
五



” Otratadistapostula: A concordanciacomonominalseintitulaignorjincia. 0　 1gnorante　 concorda

com　 a　 designaφo　 verbal,　 mas　 nao　 eχiste　 af　 nem　 o　 eu　 nem　 o　 m eu.　 Eχiste　 apenas　 a　 agregaφo　 dos

dharmas　 a　 que　 denominamos　 convencionalmente　 de　 pessoa.　 Como　 o　 ignorante　 nao　 possui　 dis-

cemiment0, ele　 faz　 surgir　 o　 conceito　 de　 atman.　 A　 ignorancia　 consiste　 no　 surgimento　 do　 conceito

de　 atman.

Pergunta : O Buddha afirma nos sutras que a ignorancia consiste no desconhecimento das eχis-

t6ncias passadas. Por que voc6 se refere apenas ao conceito de atman?

Joaquim lVlonteiro

A REsPEITo DA IGNoRANcIA/sAryAsIDDHI sAsTRA

SATYASIDDH I　 SASTRA (『成実論』)
CAP. 127

A RESPEITO　 DA　 IGNORANCIA (無明品)

Resposta : Esse ponto de vista 6 1ncorret0. Nio possuindo as irvores e pedras atividade mental,

nao sao elas capazes de discemir a respeito de quest6es como as exist6ncias passadas. Comoa

ignorancia consiste em uma atividade do discemiment0, elana06equivalentelはrvores e pedras.

- 93-

二
五

四

Resposta : Como sao muitas as pessoas que se equivocam a respeito dessa questiio das eχist-

6ncias passadas, intitulo a ignorancia de desconheciment0. 0uainda,como nos sutras se esdarece

a questiio do discemimento, ou seja : que a sabedoria consiste na presenga do discemimento.

Quais sao os dharmas a serem discemidos? Significa discemir corretamente, a imperman6ncia

do agregado da forma. Significa discemir corretamente a imperman6ncia dos agregados da per-

cep弧o, sensaφo, vontade e consc16ncia. Aquilo que 6 diferente desse discemimento se chama

deigno吻ncia. Ao discemimento incorreto se chama de igno咳ncia.

Pergunta: Seaignorinciaconsistenaaus6nciadodiscernimentocorret0, niio卵rj ela equivalente

§はrvores e pedras? Nao sa0 4rvores e pedras incapazes de um discemimento correto?



Pergun砲 : Se formos denominar de ignorancia a aus6ncia de discemiment0, nao seriam todos

os dharmas aignorancia, comeχceφo do discernimento correto? Assim send0, niio devemos re-

conhecer a ignorancia como um dharma especffico?

Resposta : A explanaφo esUi restrita as caracterfsticas da ignoriincia e niio consiste numa ex-

planaφo dos demais dharmas. Quando explicamos a aus6ncia do bem, nao estamos nos referindo

aos dharmas neutros. E da mesma forma no que se refere a ignorancia. Ao contemplarmos um

boneco, percebemos que ele nao possui movimentos e que ele nao pode ser humano. Damesma

forma, no conhecimento comum pode eχistir discerniment0, mas ele na0 6 corret0. Assim send0,

0 denominamos de ignorancia. Ela na0 6 como as irvores e as pedras.

同朋大学佛教文化研究所紀要第二十二号

Pergunta　 :　 A　 ignorancia　 6　 um　 dharma　 nao　 eχistente.　 Ela　 6　 como　 uma　 forma　 impossivel　 de　 ser

vista　 diante　 dos　 01hos.’Nao　 eχistem　 dharmas　 invisiveis.　 Assim　 sendo　 denominamos　 de　 ignorancia

a　 pura　 e　 simples　 aus6ncia　 de　 conhecimento,　 ela　 nao　 eχiste　 como　 um　 dharma　 separad0.

Resposta : Esse ponto de vista 6 1ncorret0. Se nao eχjstisse a ignorancia como explicarfamos a

fa11sla discriminaφol que conclebel a pessoa no intelrior dos agrlegaldolsI olu quel imagina verlfolrmas

douradas em uma pedra? Assim send0, devemos saber que a ignorfincia consiste no falso discer-

nimento e nao na pura e simples aus6ncia de discemiment0. 0u ainda, 6emfunφo das causas

econdiφes da ignorfincia que surge a contjnuidade dos impulsos v011tivos (vontade). Seaignor-

ancia nao folsse um dharma como ploderiam eles surgilrl?

Pergunta: Seformosfalardosem-forma, do nao-relaciona1, do incontaminado e do incondicionado

e todas as demais teorias・‥Por que na0 6 desta forma com a ignorancia?

二
五

三

Resposta : Eχistem no mundo duas formas de eχpressiio. Aquela que chama de ignorancia a

aus6ncia de discemimento e aquela que chama de ignorflncia o discemimento incorret0. Eχplicar

a ignorflncia como a aus6ncia de discemimento implica na noφo mundana de que o cego nao pode

verlas folrmas ou quel o surdo nalo podel ouvir osl sonsl. Falar dal ignlolranlclial com ol o fillsol discemi-

- 94-

Resposta : Existe esse princfp10. Na0 6 como no caso da aus6ncia do bem.

Pergunta : Afimlou j gu6m que a ignorancia consiste apenas na aus6ncia de discerniment0. 11;da

mesma folrma que chamamos de escuridalo a aus16nclialde luz em um quartol?



Pergunta : Em fun9110 de que surge a ignorancia?

A　 RESPErTO　 DA　 IGNORANCIA/SAryASIDDHI　 SASTRA

ment0　 6　 como　 discemir　 de　 noite　 uma　 forma　 humana　 a　 partir　 de　 uma　 jirvore　 desf01hada,　 0u　 uma

4rvore　 desfolhada　 a　 partir　 de　 uma　 forma　 humana.　 0u　 ainda　 como　 dizer　 que　 a　 presenga　 de　 um　 dis-

cemimento　 incorreto　 implica　 na　 ignorancia.　 0u　 ainda　 que　 as　 paiχ6es　 (k16sas) sao　 o　 faIso　 discer-

niment0. Assim　 como　 um　 arnhat,　 ao　 eliminar　 a　 causa　 e　 as　 cond196es　 das　 dispos196es　 v011tivas

(vontade) remove　 a　 ignoli ncia,　 a　 causa　 e　 as　 condiφes　 das　 dispos196es　 volitivas.　 Se　 formos

chamar　 de　 ignorancia　 a　 aus6ncia　 de　 discemiment0,　 chamaremos　 de　 ignorancia　 a　 falta　 de　 discer-

nimento　 do　 Arahat　 no　 que　 se　 refere　 ao　 dharma　 de　 Buddha.　 Se　 existe　 nele　 a　 ignorancia,　 ele　 nao

6　 um　 arahat.　 Devemos　 saber　 ent110,　 que　 existe　 uma　 a racterfstica　 pr6pria　 da　 ignorfincia　 que　 con-

siste　 no　 faIso　 discemiment0.　 Essa　 ignorancia　 como　 falso　 discernimento　 estj　 presente　 em　 todas

as　 paix6es　 (k16sas). Qua1　 6　 a　 razao　 disto?　 ・ )das　 as　 paiχ6es　 sao　 falsas　 atividades.　 0u　 ainda,　 que

as　 paiχ6es　 invertem　 a　 disposiφo　 mental　 das　 pessoas.　 lbdas　 elas　 sao　 uma　 forma　 de　 escuridao.　 A

cobiga　 niio　 v6　 0　 dharma.　 A　 cobiga　 nao　 v6　 0　 verdadeiro　 beneficio.　 Estar　 dominado　 pela　 cobiga　 6

como　 estar　 perdido　 na　 escurida0.　 11　 da　 mesma　 forma　 no　 que　 se　 refere　 a0　 6d10.　 0u　 ainda,　 todas

as　 paiχ6es　 surgem　 das　 dispos196es　 v011tivas.　 Se　 ensina　 nos　 sutras　 que　 em　 funφo　 da　 ignorancia

surgem　 as　 disposiφes　 v011tivas.　 Assim　 send0,　 devemos　 saber　 que　 todas　 as　 paix6es　 derivam　 da

igno池ncia. 0 uainda, a　 ignoriincia　 eχiste　 sempre　 naquele　 que　 niio　 v6　 0　 vaz10.　 Ao　 serem　 afetados

pela　 ignorancia,　 surgem　 as　 causas　 e　 cond196es　 das　 dispos196es　 volitivas.　 Assim　 send0,　 dizemos

que　 a　 igno咳ncia　 6　 0　 falso　 discemiment0.　 Como　 naquele　 que　 ainda　 nao　 viu　 o　 vazio　 eχiste　 o　 faIso

discemimento, devemos　 saber　 que　 a　 ignorancia　 estj　 presente　 em　 todas　 as　 paix6es.

二
五

二

Resposta : Aoouvirmoserenetirmossobreumacausaincorreta, surge a ignorancia. Queexiste

a subsancia, que eχiste o atman, que os dharmas nao se eχtinguem em cada instante de consci-

6ncia, que niio eχistem re哨bu196es futur2s, que a palavra e deus sao permanentes, que existe

atividade mental nos vegetais…A ignorancia surge em fungao de falsos discemimentos como

estes. Ao nos aproximamlos de um falso mestre, dele ouvirmos um falso ensinamento e em

funφo disso discemirmos e agirmos de forma falsa. 11 em funφo dessas quatro causas falsas que

surge a ignoancia. Essa ignorancia 6 a causa do surgimento das demais paiχ6es. 0u ainda que

a ignorancia produz a ignorancia. 11 como sementes de trigo engendrando outras sementes de

trigo, ou sementes de arroz engendrando outras sementes de arroz.A ignorlincia surge em fungao

de concebermos os s6res sensfveis dessa forma. 0u ainda se afirma nos sutras que a ignorancia

surge em funφo do falso discemiment0. 0 falso discernimento 6 um outro nome da ignorancia.

Ao divisarmos uma pessoa e em fungao disso engendrarmos a concepφo do atman e nela nos
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Resposta:l bdas as paix6es surgem em fungao da ignodncia. Qua1 6 a razao disto tudo? Em funφo

da ignorancia surgem paiχ6es como a cobiga, emfunφo das paix6es surgem as aφes perversas,

em funφo dessas a96es perversas surge a retribuigao futura. Em fungao da retribuiφo futura

surgem ainda uma s6rie de outras paix6es. Se ensina nos sutras que em funびio daignodnciasur-

gem os diversos apegos e que em funφo disto surgem as retribu196es futuras. 0u ainda se afirma

no Sutra do rugido leonino que todos os apegos t6m sua origem na ignorfincia. 0u ainda se afirma

nos seguintes versos (gatha) :

Pergunta : Quais sao os inconvenientes derivados da ignorancia?

同朋大学佛教文化研究所紀要第二十二号

estalblelecermos. A　 isslol　 chamamos　 de　 ignloranlcia.　 Esslesl　 faltorels　 sle　 apoiam　 maltulamlente　 colm o

uma　 irvore　 que　 surge　 em　 fungao　 de　 uma　 semente　 e　 uma　 semente　 que　 surge　 em　 funφo　 de　 uma

irvore.

二
五

一

Assim send0, em fungio da cobiga surgem todas as paix6esバlbdas elas derivam da ignorancia.

’R)das as paix6es surgem em fungao da ignorancia. 0 1gnorante em funφo da ignorancia recebe

aimpureza, a implemlan61ncia, 0soI飢mlent0, 0 vazlio e a insubstancialidade dols cinco agrlegaldosI.

Se ele possuisse discemiment0, nao seria afetado por esses sofrimentos. 0u ainda, 0s agregados

sao abandonados em fungao do discernimento corret0. No sutra se ensina que ao discemirmos o

que o conceito do atman 6 0 falso ponto de vista que conduz ao retrocesso, se cortam as rafzes

do renasciment0. Assim send0, sabemos que estamos presos em fungao da ignorancia. 11 disso

que surge a compreensao das causas e cond196es. 0s s6res mundanos se perdem na cobiga em

fungaodaignoranciaenaoconseguemdiscemirseusinconvenientes. Siio como um bicho da seda

se langando no fog0, 0u como um peixe eng011ndo o anzol. 11 da mesma forma no que se refere

aos s6res sensfveis. Ao se deiχarem levar pela cobiga, nao conseguem discernir seus inconveni-

entes. No que se refere ao falso discemimento que surge em fungao dos ensinamentos eχternos

como a ineχist6ncia da causalidade e outros, sao todos eles derivados da ignorjincia. 0 falso dis-

cemimentol produzl ol karma que conduz ao relnascimentolno infelmol. AsIsim slelnd0, todosI os fa11sos

pontos de vista surgem em fun9110 da ignorancia. 0 Buddha 6 venerado pelo mundo como o pos-

suidor do perfeito conhecimento e o grande mestre dos tr6s mundos. 0s verdadeiros praticantes

e os sabios discfpuIos nao se deiχam levar pelos caminhos eχternos, 6 como se abandonassem as

j61as faIsas ao discemir a verdadeira. Sao esses, enfim, 0s inconvenientes da ignorancia. ・ )das
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as　 paiχ6es　 e　 os　 fatores　 que　 conduzem　 a　 decad6ncia　 e　 a　 corrupφo　 dos　 s6res　 sensfveis　 derivam　 da

ignorfincia. A　 realizaφo　 de　 todos　 os　 beneffcios　 e　 preceitos　 surgem　 em　 funφo　 do　 correto　 discer-

niment0. 0　 crescimento　 da　 ignorancia　 conduz　 a　 queda　 no　 infemo　 avici.　 Como　 as　 pessoas　 do

come90　 deste　 kalpa　 que　 nao　 conhecendo　 o　 cariiter　 ilus6rio　 do　 paladar　 e　 fazendo　 surgir　 a　 cobiga

perderam　 sua　 forga　 e　 vitalidade,　 devemos　 entiio　 saber　 que　 as　 vjirias　 virtudes　 sao　 perdidas　 em

funφo　 da　 ignorancia.　 0u　 ainda　 essa　 ignorancia　 s6　 pode　 ser　 desfeita　 atrav6s　 do　 verdadeiro　 con-

heciment0. Na0　 6　 0　 caso　 da　 cobiga　 e　 das　 outras　 paiχ6es.　 0u　 ainda　 na　 mente　 da　 cobiga　 nao　 eχiste

6dio, na　 mente　 do　 6dio　 nao　 eχiste　 cobiga.　 A　 ignorancia　 estji　 presente　 em　 todas　 as　 mentes　 (em

todos　 os　 instantes　 de　 consc16ncia). A　 ignorfincia　 estji　 presente　 em　 todos　 os　 instante’s　 de　 consci-

encia　 daquele　 que　 nao　 cultiva　 a　 sabedoria.　 A　 ignorjincia　 6　 a　 mais　 forte　 de　 todos　 as　 paix6es.　 11　 en-

sinado　 nos　 Sutras　 que　 a　 ignorancia　 6　 0　 pecado　 mais　 profundo　 e　 ainda　 o　 mais　 diffcil　 de　 rem over.　 A

ignorancia　 6　 ainda　 o　 fundamento　 dos　 doze　 elos　 da　 originaφo　 dependente.　 Se　 a　 ignorancia　 nao

existislsle, nalol　 se　 folrmariam　 osl　 diversos　 karmas.　 Como/podemolsI　 saber　 disso?　 Comol　 nosI　 Arahats

nao　 eχistem　 asI　 c2r2cterislticals　 dos　 s6res　 sensiveis　 nem　 a　 ignlollralnda, neles　 nalo　 se　 fo　lrTTlam　 os　 ka-

rTnas,　 Como　 niilo　 selfolrmam　 os　 karmas,　 naol　 surgem　 a　 consc161ncia　 e　 outrols　 faltorels　 que　 conduzem

ao　 renascimento.　 Assim　 send0,　 sabemos　 que　 a　 ignorjincia　 6　 a　 origem　 de　 todo　 o　 sofriment0.　 0u

ainda, faz　 surgir　 o　 apego　 a　 este　 corpo　 impuro　 e　 o　 conceito　 de　 perman6ncia　 naquilo　 que　 6　 1mper-

manente.　 E　 como　 enganar　 uma　 crianga　 fazendo　 truques　 com　 o　 punho　 fechad0.　 0u　 como　 um

magico　 enganando　 as　 pessoas　 atrav6s　 de　 seus　 truques　 mostrando　 a　 terra　 e　 levando　 as　 pessoas　 a

acreditar　 que　 ela　 seja　 ouro,　 Dizem　 as　 pessoas　 do　 mundo　 :　 o　 ignorante　 se　 deiχa　 enganar　 ao　 ver　 a

impureza. 0u　 ainda　 os　 dharmas　 mentais　 desaparecem　 em　 cada　 momento　 de　 consc16ncia.　 Surgem

assulmindoumafolrma. Ao　 deslaparecer　 a　 forma,　 a汝nloranda　 fazl　 surgilrumaimagelm,　 111damesma

folrma　 nol　 que　 sle　 referle　 ao　 som .　 Sendo　 dessa　 folrma161de　 diffd　 comprelensao.　 Saol　 essesl　 enfim　 os

inconvenientes　 da　 ignor含ncia.

Pergunta : Com0 6 uma pessoa que sofre uma grande influ6ncia da ignorincia?

Resposta : Essa pessoa nao sente temor em locais perigosos, nao se alegra em Iocais dignos de

alegrila. Detestal osl bolns e ama os pervlersIos, Comprelende semplre de folrma corrlompida as in-

ten96s alheias. Estji sempre v01tada para a violaφo e apegada a coisas objeUiveis. Nao tem auto-

crftica, nem auto-reneχa0. 11 dificil proporcionar-lhe alegria e ela mesma dificilmente se alegra.

’lbm dificuldade de aproximar-se das pessoas e 6 dificil dela se aproximar. 11 esttipida e sem con-

sc16ncia e gosta de usar vestes corruptas. Se sente feliz em lugares sujos e obscuros, 6 eχ-

tremamente orgulhosa e convencida e alegra-se em desprezar outras. Nao compreende os prin-

cfpios da conduta 6tica, nao disceme a virtude como virtude nem as faltas como faltas. Niiogosta
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Resposta : Os diversos caminhos eχternos se equivocam a respeito da causa dos fen6menos.

Como se enganam a respeito da causa dos fen6menos os atribuem a Deus ou a uma s6rie de out-

rolslfatolres. Como sel equivolcam a respeito dal origem dosl feln6menos olsl atribuelm a substiinlcila .

Ao dislcemirmos a origilnlaφo dependente essesl dolislpontolsldelvistal salo sluprimidolsl.

Pergunta : Como podemos suprimf-la?

Resposta : Podemos suprimf-la atrav6s do cultivo do verdadeiro conheciment0.

Pergunta : O conhecimento dos agregados e dos dhatus se intitula de correto conheciment0. Por

que se ensina nos Sutras que o rem6dio da ignorancia pode ser a originaφo dependente, 0u a

visao da originagao dependente?
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de　 limpeza　 e　 6　 sem　 maneiras,　 se　 alegra　 permanentemente　 em　 expressar　 0　 6dio　 com　 suas　 palavras.

Se　 apega　 fortemente　 aos　 ensinamentos　 eχternos　 e　 6　 cheio　 de　 cobiga.R m　 dificuldade　 em　 aprender

e　 esquece　 facilmente　 o　 que　 aprendeu.　 Mesmo　 que　 atinja　 uma　 realizaφ0, nao　 conseque　 compre-

ender　 o　 seu　 sentid0.　 Mesmo　 que　 realize　 a　 compreensa0,　 10go　 distorce　 seu　 significad0.　 1 )das

essas　 caracterfsticas　 surgem　 em　 funφo　 da　 ignoχi ncia.　 Assim　 send0,　 sabemos　 que　 a　 ignorflncia

possui　 inconvenientes.　 Emfunφo　 disso　 ela　 deve　 ser　 supriminda.

二
四
九

Resposta : Porque SE deseja incluir as sabedorias. Se discemirmos os agregados e os dhatus a

ignorancia tamb6m se diss01ve. Se procura apenas enfatizar que a ignorancia 6 um falso ponto de

vista. 0 falso ponto de vista se desfaz atrav6s da originaφo dependente, Em fungao disso eχistem

duas teorias. 11 a mesma coisa no que se refere a0 6dio e a cobiga. 0u ainda as pessoas mundanas

seenganamfacilmenteaoouvirumaeχist6ncianominalcomoumpote. Aoouvirfalardadenomi-

naφo de um pote, surge a dlivida em sua mente. A forma e os outros fatores constituem o pote?

Como pode eχistir um pote separado de fatores como a forma? £ da mesma forma quando dize-

mos que os cinco agregados constituem a pessoa, Como podemos conceber uma pessoa separada

dos cinco agregados? A mente estabelecida pode cair em dois eχtremos. 0u seja, 0s eχtremos

daaniquilaφo e da perman6ncia. 0useja, em pontos de vista que identjficam o corpo com a alma

ou que fazem deles duas substancias distintas. Se a pessoa compreender que o pote surge em

funφo de fatores como a forma, 0 cheir0, 0 sabor e o contat0, ela pode discernir que sao os ag-

regados como a forma que constituem a pessoa. 11 desta forma que ela pode compreender que
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sua　 ignorfincia　 deriva　 de　 uma　 eχist6ncia　 nominal.　 Essa　 denominaφo　 inverte　 o　 verdadeiro　 sentido

dos　 dharmasI.0uainda,se　 afirma　 que　 a　 visalo　 do　 surgilmento　 dol　 mundo　 eχtingulel　 a　 visalo　 eltemalistal。

Ou　 ainda, se　 afirma　 que　 em　 fungao　 da　 continuidade　 das　 formag6es　 se　 ensina　 o　 nascimento-e-morte

dos　 cinco　 agregados/ nldo　 isso　 surge　 em　 fungao　 da　 ignoli ncia.　 lsso　 se　 eχtingue　 com　 o　 discemi-

mento　 da　 originaφo　 dependente.　 0u　 ainda,　 seensinanossutras:aquele　 que　 disceme　 a　 origina9110

dependente　 v6　 0　 dharma,　 aquele　 que　 v6　 0　 dharma,　 v6 0Buddha. Assim　 sendo,　 aquele　 que　 elimina

a　 existencia　 nominal　 e　 a　 ignorancia　 v6　 0　 Buddha.　 Essa　 pessoa　 nao　 segue　 os　 ensinamentos　 eχter-

nos.　 Assim　 send0,　 se　 elimina　 a　 ignorancia　 atrav6s　 do　 discemimento　 correto　 e　 conhecendo　 o

dharma　 da　 originaがio　 dependente　 se　 realiza　 a　 correta　 sabedoria.　 0u　 podemos　 concluir　 dizendo

que　 os　 84.000　 portais　 do　 ’n・ipitaka　 visam　 todos　 eles　 il　 eliminaφo　 da　 ignorancia.　 A　 ignoriincia　 6　 0

fundamento　 de　 todas　 as　 paix6es　 e　 ajuda　 no　 seu　 surgimento.　 Dessa　 forma,　 se　 elimina　 a　 ignorancia

atrav6s　 da　 originaφo　 dependente.

二
四
八
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