
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

『観経疏』(「散善義」) における「抑止門」釈をめ
ぐって : 善導から親鸞へ

宮島, 磨
九州大学人文科学研究院 : 助教授 : 倫理学

https://doi.org/10.15017/1434417

出版情報：哲学論文集. 39, pp.23-43, 2003-09-25. 九州大学哲学会
バージョン：
権利関係：



周
知

の
よ
う

に

『
無
量

寿
経

』

(以
下

、

『
大
経

』

と
略
記

)

に
説

か
れ

る
阿
弥

陀
仏

の
四
十

八
願

の
中

で
も

と

り
わ

け
第

十

八
願

は
仏

の
智
恵

と
慈
悲

と

が
結

晶
し

た
誓

願

と
し

て
、

日
本

の
浄

土
教

に
お

い
て
ひ

と
び

と

の
浄

土
願
生

心

の
よ

り
ど

こ
ろ

と
な

っ
て

き
た
。

し

か
し
な

が
ら
、

四
十

八
願

は

そ

の
全

体

に
わ

た

っ
て
、

仏

に
帰
依

す

る
者

が
必
ず

や
阿

弥
陀

仏

の
浄
土

へ
と
救

い
と
ら

れ
る

べ
き

こ
と

が
誓
わ

れ

て

い
る
に
も

か

か
わ

ら
ず

、

そ

の
中

核

と
も

み
な
さ

れ

る
こ

の
第
十

八
願

だ

け
に

一
種

の
除
外
規

定

と
で
も

い
う

べ
き

"
但

し
書

き
"

(
「
唯

だ
五
逆

と
誹

諦
正

法

　
ユ

　

を
除

く
」
)

が
添

え
ら

れ

て

い
る
点

が
古

来

、
浄

土
教

の
注

釈
家

た

ち

に
よ

っ
て
論
議

の
対
象

と

な

っ
て
き

た
。

焦

点

は
、

『
大
経

』
と

と
も

に
、

い
わ

ゆ

る
浄
土

三
部

経
を

構
成

す

る

『観

無
量

寿
経

』

(
以
下
、

『
観
経

』
と
略

記
)

の

「
九

品
往

生
」
段

に

お

『
観

経

疏

』

(
「
散

善

義

」
)

に

お
け

る

「
抑

止

門

」

釈

を

め
ぐ

っ
て

善
導
か
ら
親
鸞

へ
宮

島

磨

「
た

と
ひ
我

仏

を
得

た
ら

む

に
、
十
方

の
衆

生
、

至

心

に
信

楽
し

、
我

が
国

に
生
ぜ

ん

と
欲

せ
ん

に
乃
至
十

念

せ

む
。

も

し
生

ぜ
ざ

れ
ば

正
覚

を
取

ら
じ

。
唯

だ
五
逆

と
誹

諦
正

法
を
除

く
。
」

(
『
無
量

寿
経

』
第

十

八
願
)



い
て
は
、

そ

の
最

下
位

に
位

置

す

る

「
下

品
下

生
」
者

が

「
五

逆

・十

悪
」
を
犯

し
た

に
も

か
か

わ
ら
ず
往

生

し
得

る
と
説

か

れ

て

い
る
点

に
あ

っ

た
。

「
下
品

下

生
」

と

い
ふ
は
、

或

は
衆
生
有

り
て
、

不
善
業

の
五
逆

・
十

悪
を

作
り
、

諸

の
不
善

を
具

せ
む
。

此

の
如

き

の
愚

人
、

悪
業

を
以

て

の
故

に
応

に
悪

道

に
堕

し
、
多

劫

を
経

歴
し

て
苦

を
受

く

る
こ

と
窮

り
無

か
る

べ
し
。
此

の
如

き
愚

人
、
命

終

る
時

に
臨

み

て
、

善
知

識

の
種

種

に
安

慰

し

て
為

に
妙
法

を
説

き

、
教

て
仏

を
念

ぜ
し

む

る
に
遭

は

ん
。

此

の
人
、

苦

に
逼
ら

れ

て
仏

を
念

ず

る

に
邉

あ

ら
ず
。

善
友

、
告

げ

て
言
く

『
汝
、

も

し
仏
を

念
ず

る

こ
と
能

は
ざ

れ
ば
、

ま

さ
に
無

量
寿
仏

を
称

ふ

べ
し
』

と
。

此

の
如

く

至
心

に
声

を
し

て
絶

へ
ざ

ら
し

め
、

十

念
を

具

足
し

て
南

無
阿

弥

陀
仏

を
称

へ
し

む
。

仏

の
名
を

称

ふ
る

が
故

に
、
念

々

の
中

に
お

い
て
、

八
十

億

劫

の
生

死

の
罪
を

除

き
、
命

終

の
時
、

金
蓮

華

の
、

な

お
日
輪

の
如

く

し

て
、

そ

の
人

の
前

に
住

す

る
を
見

ん
。

一
念

の
頃

の
如

く

に
、

即
ち
極

楽
世

界

に
往
生

す

る

こ
と
を

得

…

…

『観

経
』

に

よ
れ
ば

「
不
善

業

」
た

る

「
五
逆

・
十
悪

」
を
為

し

た
が

た
め

に
、
「
悪

道
」

に
堕

ち
て
苦

を
受

け
る

こ
と

が
必
定

で
あ

る

「
愚

人
」

で
あ

っ
て
も

、
臨

終

の
際

に
ー

よ
し

ん
ば

、
苦

し

み

の
あ

ま

り

「
観
念

仏

」

一
般

が
か
な

わ
な

い
と
し

て
も
1

善

知
識

の
導

き
を
得

て

「
至

心
」

に

「
十
念

を

具
足

し

た
」

か
た

ち

で
阿
弥

陀
仏

の
名

を
称

え

る
こ

と

に
よ

っ
て

「
八
十

億

劫

の
生

死

の
罪
」

が
除

か

れ
て
浄

土

へ
と
誘

わ
れ

て

い

　　
　

く
様

子

が
、

す
な

わ

ち

「
下

品

下
生

」
者

の

"
往
生

"

が
説

か
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

「
抑
止

門

」

と
は
、

こ
う
し

た
経

文
解

釈
上

の
難

所

に

つ

い
て
、

中
国

浄
土

教

の
大

成
者

で
あ

る
善

導

(六

一
三
-

八

一
)
が

ほ
ど

こ
し

た
解

釈

を
さ

す
。



お
く

し

も
ん

こ
の
義
仰

い
で
抑

止
門

の
中

に
就

て
解
す

。

四
十

八
願

の
中

の
如

き
、
諦

法

と
五
逆

と
を
除

く

こ
と

は
、
し

か

る

に
こ
の

二
業

、

そ

の
障

り

極

重

な
り

。
衆

生

も
し
造

れ

ば
、

直

ち

に
阿

鼻

に
入

り

て
歴

劫
周

章

し

て
出

づ

べ
き

に
由
な

し
。

た
だ
如

来
、

そ

れ

こ
の
二

つ
の
過

を
造

ら
む

　ヨ
　

こ
と

を
恐

れ

て
、
方

便

し

て
止

め

て
往

生
を

得
ず

と
言

へ
り
、

ま
た

こ
れ
摂

せ
ざ

る

に
は
あ

ら
ざ

る
な
り

。

(
『観

経
疏

』
「
散

善
義

」
)

善

導

に
よ

れ
ば

、
弥

陀

が

「
五

逆
」
と

「
諦
法

」
と
を

除

く
と

し
た

の
は
、

こ

の
ふ
た

つ
の
行

為

が
往
生

に
あ

た

っ
て
著

し

い
障

碍

と
な

る

(「
そ

の
障

り
極

重

」
)

か

ら
で
あ

っ
て
、
決

し

て

こ
れ

ら

の
衆

生

が
見
捨

て

ら
れ

て
顧

み
ら
れ

な

い
わ
け

で
は
な

い
。

　
る

　

ま
た
、

『観

経

』

(
「
下
品

下

生
」
)

に
お

い
て

は

「
諦

法
」

が
説

か
れ
ず

に

「
五
逆

」

の
救
済

の
み
が
説

か
れ

る
ゆ

え
ん
も

、

「
五
逆
」

が

(「
下

品

下
生

」
者

に
よ

っ
て
)

す

で

に
為

さ

れ
た
行

い

(「
已
造
業

」
)

で
あ

る

(
し
た

が

っ
て

「
捨

て

て
流

転

せ
し

む

べ
か
ら
ず

。
還

り

て
大
悲

を
発

し

て
、
摂

取

し

て
往

生

せ
し

む
」
)

の
に
対

し

て
、

「
諦

法

の
罪
」

の
方

は
、

い
ま

だ
為

さ
れ

て

い
な

い
行

い

(
「未

造
業

」
)

で
あ

る

が
た

め

に
、

そ

れ
を

制
止

す

べ
く

説

か
れ

た

(
「
い
ま

だ
為

ら
ざ

れ
ば

、

ま
た
止

め

て
、
も

し
諺
法

を
起

さ
ば

、

即
ち
生

る

る

こ
と
を
得

じ
と
言

ふ
」
)
点

に
あ

る
。

よ

っ
て
、

も
し

「
諦

法

の
罪

」

が
為

さ

れ
た

場
合

で
あ

っ
て
も
弥

陀

は
決

し

て
そ

の

「
諦

法
」

の
者
を

顧

み
な

い
わ
け

で

は
な
く

、

「往

生

」

へ
の
道

は
開

か
れ

て

い
る

(
「
も

し
造
ら

ば
、

還

り

て
摂

し

て
生
を

得

し
め

む
」
)

と

み
な
さ

れ
て

い
る

の
で
あ

る
。

つ
ま
り
善

導

に

よ
れ
ば

「
五
逆

」
・
「
諦
法

」

の

い
ず

れ

に
せ
よ

、
そ

の

「
罪
」

の
重

さ
を
衆

生

に
知
ら

し
め

て
、

そ
れ
ら

の
行

為
を

思

い
と

ど

ま

ら

せ
よ
う

と

し
た

(
「抑

止

」
)

と

こ
ろ

に
こ

そ
経
文

に
表

さ
れ

た
仏

意

が
あ

る
の
で
あ

っ
て
、

ひ
と
た
び

「罪

」

を
犯
し

た
場

合

に
あ

っ
て

は

　
ら
　

1

そ

の

「罪

」

の
重

さ

に
も

か

か
わ
ら
ず
ー

、

そ
れ

ら

の
者

も
ま

た

「
摂
取

」
さ

れ

る
の
だ

と
解

釈

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

も

っ
と

も
善

導

に
よ

れ
ば

「
摂

取
」

と

は

い
え
、

こ
れ

ら

の

「
往
生

」
者

は
往

生

の
後

も

な

お
次

の
よ
う
な
様

態

を

と
る
も

の
と

さ
れ

る
。

は
な

か

し

こ

に
生

を
得

と

い

へ
ど
も

、
華

合
し

て
多

劫
を

蓬

む
。

こ
れ
等

の
罪

人
、

華

の
内

に
あ

る
時

、

三
種

の
障

り

あ

り
。

…

…
華

の
中

に
あ

り



て
、
多

劫

ひ

ら
け
ず

と

い

へ
ど

も
、
阿

鼻
地

獄

の
中

に
し

て
、
長

時

永
劫

に
諸

の
苦
痛

を
受

け
む

に
、
勝

れ
ざ

る

べ
け
む

や
。

こ

れ
は
、

い
わ

ゆ
る

「
化
土

」

へ
の
往
姫

を
述

べ
た

文
章

で
あ

っ
て
、
少

な
く

と
も
善

導

は

こ
れ

ら

の
往

生
者

は
決

し

て
十

全

な
往
生

形
態

を

と

る
も

の
で
は

な

い
と
ー

ひ

と
ま
ず

は
1

解

し

て

い
る
の

で
あ
る
。
実
際
-

十

八
願

文
そ

れ
自
体

の
中

で

こ
そ
説

か
れ

て
は

い
な

い
も

の

の
ー

『
観

経

』

の

「
下

品

下
生

」
段

に
お

い
て

は
、
往
生

後

な

お

「
十

二
大

劫
」

と

い
う
長

き

に
わ
た

っ
て
蓮
華

の
内

に
包

ま

れ
た
状

態

が
続

く

と

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

り
、

善

導

の
解

釈

は

こ

の

『
観

経
』

の
経

文
を

ふ
ま

え
た
表

現

と

み
な
す

こ
と

が
で
き

る
。

往
生

者

は
蓮
華

の
華

の
内

に

つ
つ
ま

れ
た

ま
ま

で
長

い
長

い
年

月
を

過
ご

す
。

右

の
中

略
部

分

に
お

い
て
善
導

は
、

こ
の

「
化

土
」

往
生

が
決

し

て
十

全

な
往

生

で
は

な

い
事

由

を
ー

こ
れ
も
経

文

に
も

と
つ

い
て
i

①
仏

や
聖
衆

に
ま
み

え
る

こ
と
が

で
き

な

い
、
②

仏

法
を
聴

聞

で
き

な

い
、

③

他

の
浄
土

の
仏

・菩

薩

を
供

養

す
る

こ
と

が

で
き
な

い
、

と

い

っ
た

三

つ
の
点

に
あ

る
と
し

て

い
る
が
、

に
も

か

か
わ
ら
ず

(
お
そ

ら
く

は

「
五

逆

・
十

悪

」

の
ま

ま
で

あ

っ
た
な

ら
ば

、

そ

の

"
業
"

に
よ

っ
て
堕

ち
行

く

べ
き
)
地
獄

の
如

き
苦

し

み
か
ら

は
解
放

さ

れ
て

い
る

と
述

べ
添
え

て
も

い
る

の
で
あ

る
。

二

善
導

自
身

は
以

上

の
よ
う

に
述

べ
て

ひ
と
ま
ず

は

『散
善

義
』

に
お
け

る

「
抑

止
門

」
釈

の
件
を

終

え
て

い
る

の
で
あ

る
が
、

直

ち

に
思
わ

れ

る
で

あ

ろ
う

よ
う

に
、

「
未
造

」

の

「
抑

止
」

の
方

の
理
路

は

と
も

か
く
も

、
「
五
逆
」

の

「
已
造
」
、

ひ

い
て
は

「
誹
諦

正
法

」

の

「
已
造

」
と

い

う
、
仏

の
教
、

な

い
し

阿
弥

陀
仏

の
誓
願

そ

の
も

の

に
背

を
向

け
続

け

る
あ
り

よ
う

に
対
し

て
ー

「
化
土

」
往
生

と

い
う
恰
好

で

は
あ

れ
ー

仏

の
手

が
差

し
伸

べ
ら
れ

る

と

い
う
理
解

は

い
さ
さ

か
奇
妙

に
も

映

ろ
う
。

お
そ

ら
く
、

こ
と

は
こ

う
し

た

「
五
逆

」
・
「
諺
法

」

の
者

が
自

ら

の
犯

し
た

「
罪
」

に
対

し

て
、

そ

の
後

に
ど

の
よ
う

な
姿
勢

を

と

る
か

に
か



か

っ
て

い
る

と
思

わ
れ

る
が
、
ー

『
観
経

』

の
叙

述

が

「十

二
大

劫
」
と

い
う
、

い
わ

ば
時

間

の
自

然
的

な
経

過

の
う
ち

に

"
蓮
華

の
開
花

"
す
な

わ

ち
真

の
往
生

へ
の
移

り
行

き
を

語

っ
て

い
る
で
あ

ろ
う

の
に
対

し

て
、
ー

『
法
事

讃
』

に
よ
れ
ば
善

導

は

.
仏

願
力

を
も

て
、

五
逆

と
十

悪
と

、

罪
滅

し
生

を
得

し

む
・

諦
法

蘭

提
・

廻

心
す

れ
ば

み
な

ゆ
.皇

と
述

べ
て
も

い
る
。

こ
の
箇

所

に
先
立

つ
部

分

で
は

.
永
く
機

嫌

を
絶

ち
、
等

し
く

し

て
憂
悩

な

し
。

人

天
善

悪

み
な
往

を
得

。

か
し

こ

に
到

り

て
殊

な
る

こ
と
な

し
、
斉

同
不

退
な

り
。

…
…
L

と
述

べ
ら
れ

て

い
る
こ
と

か

ら
し

て
も

、

「
罪
滅

し
生

を

得

し
む
」

と

い
う

表
現

が
十

全
な

往
生

を
想
定

し

て

い
る

こ
と
は
確
実

で
あ

ろ
う

。

と
す
れ

ば
ー

「
仏
願

力
」

に
も

と

つ

い
て

の

こ
と

と
は

い
え
ー

こ
れ

ら

の
者

が

「
化
土

」

往
生

に
と

ど
ま

ら
ず
、

さ

ら
な

る
往

生

へ
と
導

か
れ

る
た

め

に
は

「
廻

心
」

が
求

め

ら
れ

て

い
る

の
で

あ

る
。

す
な

わ

ち

「
五
逆

」
・
「諦

法

」
者

を

め
ぐ

っ
て
本
来

的

に
問

わ
れ

る

べ
き

こ
と

は
、
そ

う
し

た
衆

生

の

"
往
生

い
か

ん
が
願

文

の
う

え

で
誓

わ
れ

て

い
る

か
否

か
"
と

い
う
形
式

的

な
事
柄

で
は
な

く
、

か
れ

ら
が
、

"
往
生

す

る
と
は

そ
も

そ
も

ど

の
よ

う
な
事

態

か
、

さ
ら

に
そ
う

し

た
往
生

を

果

た
し
遂

げ

る

う
え

で
何

が
求

め
ら

れ

て

い
る

の
か
"

と

い

っ
た
、

ま

さ

に
往
生

の
実

質

に
関

わ

る
事

柄

な

の
で
あ

り
、
善

導

は

「
廻
心

」

こ

そ
を

そ

の
最

も

重
要

な
契

機

と
し

て
見

い
だ

し

て

い
た

に
相
違

な

い

の
で

あ

る
。

し

て

み
れ
ば

、

『
散
善
義

』

の

「抑

止

門
」
釈

に

お
け

る
善

導

の
関
心

も
、

い
わ

ゆ

る

「
化
土

」

へ
の
往
生

を

語

っ
て
事
足

れ

り
と

す

る
と

こ
ろ

に
は

な

か

っ
た
と

み
な

す

べ
き

で
あ

ろ
う
。

そ
も

そ
も

が

『観
経

』

の
経

文

に
お

い
て

「
蓮

華

の
中

に
於

て
、

十

二
大
劫

を
満

ち

て
蓮

華

ま
さ

に

開

く
。

観

世
音

・
大

勢

至

は
大
悲

の
音
声

を
以

て
、

そ

れ
が
為

に
広

く
諸

法

の
実

相

と
、
罪

を
除
滅

す

る
法
を

説

く
。
聞

き
終

り

て
歓
喜

し
、
時

に
応

じ

て
即

ち
菩

提

の
心

を
発

す
」

と
述

べ
ら
れ

て

い
た

の
で
あ

る
が
、

こ
の
経
文

に

い
わ
れ

る

「
十

二
大
劫

」

と

い
う
果

て
し

な

い
時

間

の
経

過

に
何

ほ
ど

か

の
意
味

が

み

と
ら

れ

て

い
る
と
す

れ
ば
・1
文
字

通

り
、
時

の
"自

然
"
的
な
推

移

で
は
な

く
i

、

お
そ
ら

く
は
己

れ

の
為

し
た

.
罪
L

の
重

さ

を
そ

れ

と
し

て
捉

え
直

し
、

「
仏

願
力

」
す

な
わ

ち
誓

願

に
結

晶

し
た

阿
弥
陀

仏

の
智

恵

と
慈
悲

と

に
あ

ら
た

め
て
己

れ
を

託
し

て

い
こ
う

と

す
る

姿
勢

を
確

固

た

る
も

の

に
し

て

い
く

た

め

に
必
要

な

時
間
、

す

な
わ

ち

「廻

心
」

に
要

す

る
時

間

の
象
徴

的
表

現

と
し

て

の
そ
れ

で
は
な

か

っ
た

か
。

善
導

は

「
抑
止

門
」
釈

に
続

く
箇

所

で
ー

「
下

品
下

生
」

に
限
ら
ず

、

お
よ

そ

「
下

品

の
三
品
」
す

べ
て
に
関

わ

る
事

柄

と
し

て
で

は

　

　

　

ハ
お

　

あ

る

が
i

「
三
華

障

り
重

く
し

て
、

多
劫

に
開

く
時

に
始

め
て
菩
提

因

を
発

す
」

と
述

べ

て

い
る
。



と

こ
ろ

で
善
導

は

し
ば

し
ば

「
繊

悔
」

の
重

要
性

を
語

っ
て
も

い
る

が
、
中

で
も

『
往
生

礼
讃

』

に
説

か
れ

る

「
三
品
懺
悔

」

は
熾

烈
を

き
わ

め

て

お
り
、

そ

の
特

質
を

よ
く

表

し

て

い
る
。

懺
悔

に
三

品
あ

り
。

上

・
中

・
下

な

り
。
上

品

の
懺
悔

と

は
、
身

の
毛

孔

の
中

よ
り
血
流

れ
、

眼

の
中

よ

り
血

出

つ
る
者

を
、

上
品

の
懺
悔

と

名

つ
く

。
中

品

の
懺
悔

と

は
、
遍
身

に
熱

き
汗

、
毛

孔

よ
り
出

で
眼

の
中

よ

り
血
流

る

る
者

を
、
中
品

の
懺
悔

と
名

つ
く
。
下
品

の
懺
悔

と
は
、

遍
身

徹

り

て
熱

く
、

眼

の
中

よ

り
涙
出

つ

る
者
を

、
下

品

の
懺
悔

と
名

つ
く

。

こ
れ
ら

の
三
品

、
差

別
あ

り

と
錐
も

、

こ
れ
久

し
く
解

脱
分

の

善
根

を

種

え
た

る
人

な

り
。
今

生

に
法

を
敬

ひ
、

人
を

重
く

し
身

命
を

惜
し

ま
ず
、

乃

至
小
罪

も
も

し
繊

す

れ
ば
す

な
わ

ち
よ

く
心
髄

に
徹

り

て
、

よ
く

か
く

の
如

く
臓

す

れ
ば

、
久

近
を

問
わ

ず
、

所
有

の
重

障
、

頓

に
み
な
滅

尽

せ
し

む
る

こ
と
を

い
た

す
。

も
し

か
く

の
如

く

せ
ざ

れ

ば

、

た
と

ひ
日

夜
十

二
時

、
急

に
走

れ
ど
も
衆

て
こ

れ
益
な

し
。

も

し
作

さ
ざ

る
者

は
、
ま

さ

に
知

り

ぬ

べ
し

。
流

涙
流
血

等

に
あ

た

は
ず

と

ハ　
　

錐

も
、

た

だ
よ

く
真

心
徹

到

す

る
者

は
、

即
ち
上

と
同

じ
。

続

け

て
善
導

は
諸

仏

・
菩

薩
等

の
前

で

「
発

露
懺
悔

」

す

べ
き

こ
と
を

説

く
が
、

そ

の
内

容

は

「
無

始
已

来
」

今
生

に
至

る
ま

で

の

「
一
切

の

三
宝

・
師
僧

・
父

母

・
六

親
春

属

・
善
知

識

・
法

界

の
衆

生

」

に
対

す

る

「殺

害

」
・
「楡

盗
」
・
「
邪

心
」
・
「
妄
語

」
・
「
綺
語

」
・
「
悪

口
」
等

の

「
罪
」

　
リ
ロ

で
あ

り
、

ま

た
諸

戒
を
破

り
、

「
十
方

大
地

の
無

辺

に
微
塵

無
数

な

る

が
如

き

」
衆
罪

を

な
し

た

「
罪

」

で
あ

る

と

い
う

。

ま
た

こ
れ

に
先

立

つ
箇
所

で

は
、

「
懺
悔
」
な

き
者

の
様

子

が
ー

煩

悩

ゆ
え

の
こ
と

と
し

て
1
描

き
出

さ
れ

た
う

え
で
、

あ

ら
た

め

て

「
罪

」
深

き
己

れ
を

「
懺
悔
」

す
る

こ
と

が
求

め

ら
れ

て
も

い
る
。

も
し
専

を

捨

て

て
雑

業

を
修

せ

ん
と

す
る
者

は
、

百

の
時

に
希

に

一
二
を
得

、
千

の
時

に
希

に
三

五
を
得

。
何

を
以

て

の
故

に
。

い
ま
し
雑

縁

乱
動

し

て
、
正

念

を
失

す

る

に
由

る

が
故

に
、
仏

の
本

願

と
相
応

せ
ざ

る

が
故

に
、
教

と
相
違

せ

る
が
故

に
、

仏
語

に
順

ぜ
ざ

る
が
故

に
、

係



念
相

続

せ
ざ

る

が
故

に
、
憶

想

間
断

す

る
が
故

に
、

回
願

磐
重

真
実

な

ら
ざ

る
が
故

に
、
貧

瞑
諸

見

の
煩
悩

来

り
間
断

す

る
が
故

に
、
漸

憶
餓

　け
　

悔

の
心

あ

る

こ
と
な

き
が
故

に
。
懺
悔
に
三
品
有

り
。
一
は
要
、

二
は
略
、

三

は
広

、

下

に
具

に
説

く

が
如

し
。
意

に
随

て
用

ひ
る

に
皆
得

た

り
。

そ
も

そ

も

『
観
経

疏
』

(
「
定
善
義

」
)

に
よ

れ
ば
ー

「
日
想

観

」

の
際

に
行

う

と

い
う

特
殊

な
状

況
下

で
は
あ

る

が
ー

、

「
無
始

已
来

の
身

.
口

.

　
ぜ
　

意
業

の
造

る
所

の
十

悪

・
五
逆

・
四
重

・
諦

法

・
闡
提
等

の
罪
」

を
今

生

の
生

に
お

い
て

「
懺
悔
」

す

る

こ
と
が
求

め
ら

れ

て

い
る

の
で

あ

る
が
、

右

の
引

用
箇

所

で

は
、

「
雑
縁

乱
動

」
等

と

い

っ
た
、

仏

の
本
願

・
教

と
相
違

せ

る
あ

り
よ
う

そ

の
も

の
の

「
懺
悔
」

へ
と
、

そ

の
対

象

が
広

が
り

を

み

せ
て

い
る
。

「罪

」

の
根

源

へ
と

遡
及

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

い
う
な

れ
ば
1

煩
悩

に
由

来

す
る
1

己

れ
の
総
体

を
対

象
化

し
、

「
懺
悔
」

す

る

こ
と
が
求

め
ら

れ

て

い
る

の

で
あ

る
。

の

み
な
ら
ず

、
善

導

は
、

そ
う

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

「解

脱
分

の
善

根

を
植

え
た
」

ひ
と
と

な
り
、

自

ら

の
身

に
具
わ

っ
て

い
る
罪

障

は
す

べ
て
滅

尽

す

る
と
解

し

て
も

い
る
。

す
な

わ
ち
、

善
導

に
お

い
て

「
懺
悔
」

と

い
う
行
為

は
、

往
生

「行

」

　お
　

の
実
質

的
中

核

と

も

い
う

べ
き
役

割
を

に
な

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

さ
ら

に
善
導

は
、

た

と
え
ー

「
流
涙

」
や

「
流
血

」
と

い

っ
た
ー

き
び

し

い

「
臓

悔

」
を

せ
ず

と
も
、

「
た
だ

よ
く
真

心
徹

到

す

る
者
」

は

そ
れ

と
等

し

い
存

在

で
あ

る
と
付

け
加

え

て
も

い
る
。

「真

心
徹

到
」

せ

る
あ

り
よ

う
と

「
懺
悔

」
と

の
関

係

は

や
や
微

妙

な
が

ら
、

少
な

く

と
も
両

者

が
相
即

的

に
捉

え

ら
れ

て

い
る

こ
と
は
確

か

で
あ

り
、
「
懺
悔
」
を

通

じ

て

「真

心

　レ
　

徹

到
」

せ
る
あ

り

よ
う

へ
と
近
接

し

て

い
く
理
路

が
導

か
れ

て

い
る
と

み
る

こ
と
が

で
き

よ
う
。

し

か
し

、

そ
う

で
あ

る

と
す

れ
ば

、

か
か

る

「
往

生
」
前

に
ー

「
十
悪

・
五
逆

」

で
あ

れ

「
諦

法
」

で
あ

れ
ー

「
罪
」

の
深

さ

に
催

れ

お

の

の

い

て

「
抑

止
」

せ
し

め

ら
れ

る
と

い
う

あ

り
よ
う

(「
未
造

」
)

と
、

(
「
化
土

」

へ
の
)
「
往

生
」
後

に
己

れ

の
犯

し

た

「
罪
」

の
重

さ
を
あ

ら

た
め

て

思

い
知

ら
さ

れ

る
と

い
う

あ

り
よ
う

(
「
已
造

」
)

と
は
奇

妙

な
重

な
り
合

い
を

み
せ
て
も

く

る
で
あ

ろ
う
。

す
な

わ

ち

「
抑

止
」

は
ー
ム
フ
生

と

い

う

き
わ

め

て
限

ら
れ

た
範

囲

に
と

ど
ま

る

こ
と
な

く
ー

"
衆
生

"

と
し

て

の
己

れ

に
具
わ

る

「
無

始
已

来

の
…
…
十

悪

・
五
逆

・
四
重

・
諺
法

・
閲

提
等

の
罪

」

の
自

覚

を
う

な

が
し

つ
つ
、

ひ
と
り

ひ
と

り

の

"
衆
生

"

を
そ

れ
ら

の

「
罪

」

の
、

ひ

い
て
は
そ

の
根

源
た

る
煩
悩

の

「
懺
悔
」

へ



ハあ
レ

と

導
く

も

の
と
解

さ
れ

て

い
た

の
で

は
あ

る
ま

い
か
。

三

と

こ
ろ

で
、

ま

さ

に

『
法
事

讃

』

に
お

い
て

「
諦
法

・
闡
提
、

廻
心

す
れ
ば

み

な
ゆ
く

」
と
述

べ
ら
れ

て

い
た
よ

う

に
、

「
廻

心
」

こ
そ

が
真

の

往

生

へ
の
要

件

で
あ

る

と
す

れ
ば

、

こ
と

は

「
五
逆

」
・
「
誘

法
し
の
者

に
と
ど

ま
ら
ず

、
「
闡
提
」
す

な

わ
ち
仏

道

か
ら
も

っ
と

も
縁
遠

い
存
在

に

ま

で
関

わ

っ
て
も
く

る

は
ず

で
あ

る
。

す

で

に
み
た

よ
う

に
、

「無

始

已
来
」
と

い
う
観
点

か

ら
衆
生

の
ひ
と
り

ひ
と

り
が

"
己
れ
"
を
見

す
え

る

な

ら
ば

、

「
十
悪

・
五
逆

・
四

重

・
諦

法

・
闡
提
等

」

と

い

っ
た
差

違
相

は
相

対
化

せ
ら

れ

て
し
ま

う
で
あ

ろ
う

。

い
う

な
れ
ば

お

よ
そ
衆

生
が
衆

生

で
あ

る
限

り

に

お

い
て
、
仏

に
な

る
た

め

の
根

本
条

件

と
し

て

の

「
廻
心

」

こ
そ
が

こ

こ
で
求

め
ら

れ
て

い
る
も

の
な

の
で

あ

る
。

で

あ

る
な

ら
ば
、

翻

っ
て
ー

「
抑

止

」
門

釈

で
問

わ
れ

て

い
た
ー

「
五
逆

」
・
「
諦
法

」
も

ま

た
、

お
よ
そ
他

人
事

と

し

て
扱

う

こ
と

が
で
き

な

い
重

み
を
も

っ

て
も

く

る
で
あ

ろ
う

。

「抑

止

門
」

釈

に

お

い
て
善

導

を

つ
よ
く

継
承

す

る
親
鸞

が

『
教
行

信
証

』

(
「
信
巻

」
)

に
お

い
て
次

の
よ

う

に
語

る

ゆ
え

ん
で
あ

る
。

こ
こ
を

以

て
、

い
ま

大
聖

の
真

説

に
拠

る

に
、

難
化

の
三
…機
、

難
治

の
三
病

は
、
大

悲

の
弘
誓

を
懸

み
、
利

他

の
信
海

に
帰

す

れ
ば
、

こ
れ
を

衿

哀

し

て
治

す
、

こ
れ
を

憐
潤

し

て
療

し
た

ま

ふ
。

喩

へ
ば
醍

醐

の
妙
薬

の
、

一
切

の
病

を
療

す
る

が
如

し
。
濁

世

の
庶
類

・
稼

悪

の
群
生

、

ハ
　
い

金
剛
不
壊
の
真
心
を
求
念
す
べ
し
、
本
願
醍
醐
の
妙
薬
を
執
持
す
べ
き
な
り
と
。



阿
弥

陀

仏

の
誓

願

は

「
五

逆
」
・
「
諦

法

」
・
「
闡
提
」

の
者

と

い

っ
た
仏
道

か

ら
き
わ

め

て
縁
遠

い
存
在

(
「
難
化

の
三
機

」
)

す

ら
を
も

そ

の
対

象

か
ら
も

ら

す
ま

い
と

の
願

意

を
含

ん

で

い
る

の
だ

が
、

そ
う

し
た

阿
弥
陀

仏

の

「
大

悲
」

の
は
た
ら

き
を
受

け

る

の
も
、

こ
れ

ら

の
衆

生

が
そ

の

「
弘
誓

を

た

の
み
、

利
他

の
願
海

に
帰

」
し

た
う

え

で

の
こ
と
、

す
な

わ
ち

「
廻
心

」

を
果

た
し
た

う
え

で

の
こ

と
と
解

さ
れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

れ
ゆ

え

に

こ
そ
、
何

よ

り
も

「
金

剛
不

壊

の
真
心

」
す

な
わ

ち
阿

弥
陀

仏

へ
の
十
全

な

〈
信
〉

が
求

め
ら

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ
で

、
親
鸞

に

お

い
て

「
廻

心
」

と

は
次

の
よ

う
な
事

柄

と
受

け
と

め
ら

れ
て

い
た
。

廻
心

と

い
う

は
、
自

力

の
心

を

ひ

る
が

へ
し
、

す

つ
る
を

い
ふ
な
り
.

…

自
力

の
こ

・
ろ
を
す

つ
と

い
ふ

は
、

や
う
く

、

さ
ま

ぐ

の
大

小
聖

人
、

善
悪

凡

夫

の
、

み
つ

か
ら

が

み
を
よ

し

と
お
も

ふ

ご

〉
ろ
を
す

て
、

み
を

た

の
ま
ず

、

あ
し

き

こ

〉
ろ

を

か

へ
り

み
ず
、

ひ
と
す
ぢ

に
具
縛

の
凡

愚
屠

沽

の
下
類

、
無

碍

光
仏

の
不

可
思

議

の
本
願

、
広

大
智
慧

の
名

号
を

信
楽

す

れ
ば
、
煩

悩

を
具

足
し

な
が

ら
無
上

大

浬
繋

に

　レ
　

い
た
る

な
り
。

む

ろ
ん
親
鸞

に

お

い
て

「
五
逆

」
・
「
諦
法

」

は
端
的

に
己
れ

の
あ

り
よ

う
を
指

す
名
辞

で
は
な

い
。

と
は

い
え
、

阿
弥
陀

の
誓
願

に
か
な

っ
た

存

在

で
あ

る
た

め

に
不

可
欠

な

「
廻
心

」

が

「
自

力

の
心

」
す
な

わ

ち

「
み
つ

か
ら

が
み
を

よ
し

と
お

も
う

こ
こ

ろ
」
を

「
ひ
る

が

へ
し

、
す

つ

る
」

こ
と

を
意

味

す

る
と
す

れ
ば

、
右

の
引

用
文

中

に
も

「
や

う
く

、

さ
ま

ぐ

の
、
大

小
聖

人
、
蓑

凡

夫
」

と

い
わ
れ

て

い
る

よ
う

に
、

そ

の

「
廻

心
」

は

す

べ
て

の
衆

生

に
求

め

ら
れ

て
く

る
事
柄

と

い
え

よ
う
。

し

た
が

っ
て

「
具
縛

の
凡

愚
屠
沽

の
下

類
」

と

い
う
衆

生
観

も
、

こ

う
し

た

「
大
小

聖

人
、

善
悪

凡
夫

」

と

い
う
諸

相
を

い
わ

ば

「
廻
心

」

に
よ

っ
て
濾
過

し
、

そ

の

「
大

小
」
、

「
善
悪

」

を
限

り
な
く

相
対

化

し

て

い
く
過

程

で
抽

出

さ

れ
て
く

る
己

れ

の
真
相

に
他
な

ら
な

い
の
で
あ

る
。
親
鸞

が
己

れ
を

「
五
逆

」
・
「諦

法

」
と

い

っ
た
存
在

と
重

ね

み

て

い
る

　
　
　

可
能

性

が
あ

っ
た

と
す

れ
ば

、

お
そ

ら
く

は

こ
う

し
た
理

路

に
も

と
つ

い
て

の

こ
と
で

は
な
か

っ
た

か
。



四

か

え
り

み

れ
ば
、

善
導

に
先

立

つ
曇
鸞

(四
七

六
ー

五

四

二
)

の

『
浄
土
論

註
』

に
お

い
て
、
如

上

の
問

題

は
次

の
よ

う

に
解

さ

れ

て

い
た
。

す

な
わ

ち

『大

経

』
第
十

八
願

に
は

「
五
逆

」
と

「
誹
諦

正
法

」

の

「
二
種

の
罪

」
が
説

か

れ

て

い
る

の

に
対

し

て
、

『観

経
』

に

は

「十

悪

・

五
逆
等

」

の

「
罪
」

は
説

か
れ

て

い
る
が
、

「
誹
諦

正
法

」

は
説

か
れ

て

い
な

い
の
で
あ

る

か
ら

「
十

悪

・
五
逆
等

」

の
者

は

「
正
法
を

諺

せ
ざ

る

を

以

て

の
故

に
」
往

生

が
可
能

で
あ

る
。
し

た

が

っ
て
、

た
と

え
他

の

「
罪

」
が

な

い
と
し

て
も

「
誹
諦

正
法

」
が

あ

れ
ば

往
生

は

で
き

な

い
、

櫛
.・

曇
鸞

は

い
う

「
ま
た

正
法

は
即

ち

こ
れ
仏

法
な

り
。

こ
の
愚
痴

の
人

、
既

に
誹
諦

を
生

ず
、

い
つ

く

ん
ぞ
仏

土

に
願
生

す
る

の
理
あ

ら

む
や
。

ハハ
　

た
と

ひ
た

だ

か

の
土

の
安

楽

を
貧

り

て
願
生

せ

む
は
、

ま

た
水

に
あ
ら

ざ

る

の
氷
、

姻

な
き

の
火
を

求

め
む
が
如

し

。
あ

に
得

る
理
あ

ら

む
や
」

と
。
曇
鸞

に
お

い
て
仏
法

を
蔑

ろ

に
す

る
者

が

よ
し

ん
ば
浄

土
を

願
生

し

て

い
る
よ
う

に

み
え

る
こ
と

が
あ

っ
た
と

し

て
も
、

そ
れ

は

「安

楽
」

さ

へ
の
希
求

ゆ

え

に
す
ぎ

ず
、

お
よ

そ
真

の
願
生

心

と
は
言

い
が
た

い
の
で
あ

る
。

『観

経
』

(「
下

品
下
生

」
段

)
に
お

い
て
そ

の
往
生

が
説

か
れ

て

い
る

「十

悪

・
五
逆

等

」

の
者

に
せ

よ
ー

経

文

に

い
わ

れ

る
通
り
ー

、

そ

の
ま
ま

で

は
多
劫

の
間

「
悪
道

に
堕

し
」

て
苦

し
む

の

で
あ

り
、

　
れ
　

彼

ら

が
往
生

す

る

の
は
臨

終

の
際

に

「
善
知

識
」

の
導

き
を

得

て
、
名

号
を

称
え

る
機
会

に
恵

ま

れ
、
無
事

に

「
十
念

」

の
念
仏

を
称

え
終

え

た

段

階

で

の
こ
と

で
あ

る
。

し

か
も
曇
鸞

は

"
蓮
華

の
開

花
"

に
要

す

る

「
十

二
大

劫
」

と

い
う
時
間

に

つ
い
て

「
ま

さ

に
此

れ
を

以

て
五
逆

罪
を

償

ふ

べ
き

な
り

」
と
注

釈
を

施

し
た

上

で
、
あ

ら

た
め

て

"
開
花

後
"

の

「
聞

法
」

お
よ
び

「
発

喜
提

心
」

に
関

す

る
箇

所

の
経
文

を
引

き

、
「
正

法

を
誹

諺

せ
ざ

れ
ば

、
信

仏

の
因

縁
を

も

っ
て
、

皆
な

往
生

を
得

」

と
結

ん

で
も

い
る
の
で
あ

る
。

し

て
み

れ
ば

、

「罪

」
の

「償

」

い
と

い

っ
た
内

容

に
は
独

自

の
理
解

が
も

り
込

ま
れ

て

い
る
可
能
性

が

あ

る
に
せ

よ
、
曇
鸞

に

お

い
て
も

「
十

悪

・
五

逆
」

者

に

「
廻
心

」

が
求

め

ら
れ

て

い
る

こ
と
は
確

か
で
あ

り
、
し

た
が

っ
て

「
誹
諦

正
法

」
者

が
往
生

し
得

な

い
の
も
1

何

せ
仏

の
法



そ

の
も

の
と

接
点

を

も
と

う
と

し
な

い
の
で
あ

る

か
ら
1

当
然

の
こ
と

と
さ

れ
て

い
る

の
で
あ

る
。
曇
鸞

は

「
五

逆
罪

」

に
せ
よ

「
正

法
な

き
よ

り
生

ず

る
」
と

い
う
。

で
あ

れ
ば

こ
そ

「
諦

正
法

の
人

は
、

そ

の
罪
最
重

」
な

の
で
あ

る
。

し

か
し
な

が
ら
、

「
た

と

ひ
た
だ

か

の
土

の
安

楽
を

貧

り

て
願
生

せ
む

は
、

ま
た
水

に
あ

ら
ざ

る

の
氷

、
姻

な

き

の
火

を
求

め

む
が
如

し
。

あ

に
得

る
理

あ

ら
む
や

」
と

も
付

さ
れ

て

い
る
よ
う

に
、

「
諺

法

」

の
者

た

ち

が
往
生

を
志

向

す

る
事
態

が
想

定

さ
れ

て
も

お
り
、

し

か
も

そ
れ

は
ー

お
よ
そ

「
証
得

浬
藥

」

と

い

っ
た
志
向

と

は
相
容

れ

な

い

よ

う
な
ー

「
安

楽
」

さ

へ
の
志
向

(
そ
れ

は

「貧

」

な

る
あ
り

よ
う

と
も

み
な

さ
れ

て

い
る
)

か
ら
生

じ

る
と

い
う

の
で
あ

る
。

曇
鸞

は
ま

た

『
大
経

』
所

説

の

「無

上
菩

提

心
」

に
即

し

つ
つ
、

「
か

の
安
楽

浄
土

に
生

ぜ
ん

と
願
ず

る
者

は
、

か
な

ら
ず
無

上
菩

提

心
を

発
す

べ
し
。

も
し

人
、

無

上
菩
提

心

を
発

せ
ず

し

て
、

た
だ

か

の
国

土

の
受
楽

無
間

な

る
を
聞

き

て
、

楽

の
た

め
の
故

に
生

ぜ
ん

と
願
ぜ

ば

、
ま

た
当

　お
　

　ゐ
　

に
往

生

を
得
ざ

る

べ
き
な

り
。
」

と
述

べ
て

い
る
。
曇
鸞

自

身

に
よ

る

こ
れ
以

上

の
言

及

は
な

い
が
、

「
誹
諦

正
法

」
者

に
こ
の
よ

う
な

形

で
ー

す

な

わ
ち
真

の

「
廻

心

」
な

き
浄

土
願

生

と

い
う
形

で
ー

な

お
往

生
を

志
向

す

る
と

い
う
事
態

が
訪

れ
う

る

と
す

れ
ば
、

ま
さ

に
そ

れ
は

「
自
力

」

を

た

の
み
と

す

る
願
生

な

の
で
は
あ

る

ま

い
か
。

五

先

の
親
鸞

か

ら

の
引

用

に

み
ら

れ
た

よ
う

に

「自

力
」

は

「
み

つ
か

ら
が

み
を

よ
し
と

お
も

う

こ
こ
ろ
」

と

い
う
内
実

を

も

っ
て

い
る
。

で
あ

れ

ば

こ
そ

「
廻

心
」
と

い
う
事

態

も
ま

た
、

「
五
逆

」
・
「
諺
法

」
と

い

っ
た
、

あ

か
ら

さ
ま

に
仏

に
背
を
向

け

て

い
る
あ
り

よ
う

ば

か
り

で
は
な

く
、

一
見
す

る
と

ひ

た
む

き

に
仏

の
方
を
向

い
て

い
る
よ
う

に
見

え
て
、

そ

の
実
、

仏

の
誓

願

か
ら

は
背
き

で

て

い
る
よ
う

な
あ

り
よ

う

に
関

わ

っ
て

も

く
る
。

こ
こ

に
お

い
て
問
題

と

な
る

の
が

「
自
力

」

の
行
者

で
あ

り

「
仏
智

疑
惑

」
と

い
う
あ

り

よ
う

で
あ

る
。

ま
つ
自

力

と

ま
ふ

す

こ
と

は
、
行

者

の
を

の
を

の
縁

に
し

た
が

ひ

て
、

余

の
仏
号

を
称
念

し
、

余

の
善

根

を
修

行
し

て
、

わ
が
身

を

た

の
み
、



わ
が

は

か
ら

ひ

の
こ

》
ろ
を

も

て
、
身

口
意

の

み
だ
れ

ご

》
ろ
を

つ
く

ろ

ひ
、

め

で
た
う

し
な

し

て
浄

土

へ
往
生

せ

ん
と

お
も

ふ
を
自

力

と
ま

　ぬ
　

ふ
す

な
り
。

こ

こ
で

は
阿
弥

陀
仏

以
外

の
仏

の
名

を
称

え

た
り

、
称
名

以
外

の
諸

行

を
行

じ
よ
う

と
す

る
姿
勢

の
背

後

に
ひ

そ
む

「自

力

」
が

問
わ

れ

て

い

る
。

行
者

は
己

れ

の
行

じ

る
諸
行

が
浄

土
往

生

に
際

し

て
何

ほ

ど
か

の
力
を

持

ち
う

る
と
思

い
な

し
て

い
る

と

い
う

意
味

に
お

い
て

「
わ

が
身

を

た

の
み
」

と

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
う

し
た

「
自
力

」

を
た

の
み

と
す

る
行
者

は
阿
弥

陀
仏

の
智

恵

(と
慈
悲

)

と
を
疑

惑

す

る
存

在

で
あ

る

こ
と
か

ら

「仏

智

疑
惑

」
者

と

さ
れ
、

そ

れ
ゆ

え

に

「
疑
城

胎
宮

し

(
と

い
う

「
化

土
し
)

へ
の
往
生

に

と
ど
ま

る
と
親
鸞

は

い
う
。

そ
し

て

「化

土

し

往
生

者

の
不
如

意

な

る
さ

ま
を
描

き
出

す
親
鸞

の
筆
遣

い
は
i

内

容
的

に
は
善

導

の
理
解

と
軌

を

一
に
し

つ
つ
も
ー

い

っ
そ
う
重

苦

し
げ

で

あ
り

、

"蓮

華

の
開

花
"

後

が
積
極

的

に
語

ら

れ
る

こ
と

は
な

い
。

罪
福

信
ず

る
行
者

は
/

仏
智

の
不
思
議

を

う

た
が

ひ
て
/

疑
城

胎
宮

に
と
ど
ま

れ
ば
/

三
宝

に
は
な
れ

た

て
ま

つ
る
/

…
…
/

疑
惑

の

つ
み

の

ふ
か
き

ゆ

へ
/
年

歳
劫

数

を
ふ

る

と
と
く
/

…
…
/

本
願

疑
惑

の
行

者

に
は
/
含

華
未

出

の
ひ

と
も
あ

り
/

…
…
/

弥
陀

の
本

願
信

じ

ね
ば
/

ハお
　

疑
惑

を
帯

し

て

む
ま

れ

つ

つ
/

は
な

は
す

な

は
ち

ひ
ら

け
ね
ば
/

胎

に
虞

す
る

に
た

と

へ
た
り

と
す

れ
ば

、

「
誹
諺

正

法
」
も
ま

た
、
端

的

に
仏

に
背

を
向

け

て

い
る
衆

生

の

み
な
ら
ず

、

】
見
す

る
と

ひ
た

む
き

に
諸
行

を
行

じ

て

い
る
よ
う

に
映

る
行
者

の
心

の
内

に
も

ひ
そ

か

に
宿

る
場
合

が
あ

る

と
解

す

る

こ
と
が

で
き

よ
う
。

す
な

わ
ち
、

「
諺

法
」
と
は
、

仏
道

に
遙
進

し

て

い
る
と

ハ　
レ

自
負

し

な

が
ら

、

い

つ
し
か
、

し

ら
ず

し
ら
ず

の
う

ち
に

「外

道

」

へ
お
も

む

い
て

い
る
あ
り

よ
う
を

指
し

て
も

い
る

の
で
あ

る
。

で
あ

れ
ば

こ

そ

「
外
道

」

に
関

し

て

は
、
衆

生

の
外
部

に
あ

っ
て
、
衆

生

を
仏

な
ら

ぬ
道

へ
と
あ

か
ら

さ
ま

に
誘
う

と

い

っ
た

事
態

に
も
増

し

て
、
衆

生
自

身

の

「
自
力

し

を
掻

き

た

て
て
、

一
見

す

る
と
仏

道
を

行

じ

て

い
る

よ
う

に
見

せ
な
が

ら
、

し
ら
ず

し

ら
ず

の
う
ち

に
仏

へ
の
志
向

が
歪

め
ら

れ

て



　り
　

い
く

と

い

っ
た
事

態

こ
そ
が
、

憂

う

べ
き
問
題

だ

っ
た

の
で
あ

る
。

仏

の

「
抑

止

」
は
し

た

が

っ
て
、

こ

の
よ
う
な

行
者

に
、
1

「楽

」

へ
の
志
向

、
な

い
し

「
貧
」
と

い

っ
た

煩
悩

に
起

因
す

る
あ

り
よ

う
と
絶

縁

し

き
れ

な

い
が

ゆ
え

に
発
動

す

る
ー

「
自
力

」

の
残

潭

の
点
検

を
迫

っ
て
も

い
る
と

み
な

す

べ
き
で
あ

ろ
う
。

「
証
得

浬
築

」

へ
の
志

向

な
ら
ざ

る

浄
土

願
生

心

の

「
抑
止

」

を
求

め

る
仏
意

は
ー

お

そ
ら

く

"往

生
手

段
"

と

し
て

の

「
易
行

」

と

い
う

言
葉

に
ま

つ
わ

る
わ

た
し

た
ち

の
思

い
な

し

と
は
裏

腹

に
ー

き
び

し

く
、

そ
し

て
重

い
。

問

わ
れ

て

い
る

の
は
志
向

そ

れ
自
体

の
内
実

に
か
か

わ
る
事
柄

だ

か
ら

で
あ

る
。

『教

行

信
証

』
総

序

で
は

「
あ
あ

、
弘

誓

の
強

縁
、

多
生

に
も
値

ひ

が
た
く

、
真
実

の
浄

信
、

億

劫

に
も
獲

が
た
し

。
た

ま
た

ま
行
信

を
獲

ば
、

遠
く
宿

縁

を
慶

べ
。

ロ

コ

　

　

　

　

コ

　

　

　

ロ

　

　

　

　

　

　

　
　

　

も
し

ま

た

こ
の
た

び
疑

網

に
覆

徹

せ
ら

れ
ば
、
更

て
ま

た
畷
劫

を
径

歴

せ
む
」

と
、
ま
さ

に
1

流
転

輪

廻

の
突

端

た
る
-

今
生

の
生

に
お
け

る
「
仏

智

疑

惑
」

へ
の
催

れ

が
語

ら
れ

て

い
る
。

な

る
ほ

ど
善
導

に
お

い
て
も

「
下
品

下
生
者

」
に

つ
い
て

は
1

同

じ
く
、

「
無

始
已
来

」
と

い
う
観
点

の

も

と
i

他

者

な

ら
ざ

る
己

れ

の
真
相

と

し
て

「
観
」

の
対

象
を

な

し

て

い
た

の
で

は
あ

る
が
、
親
鸞

に
あ

っ
て

「
抑
止

門
」

釈

は
、

「
仏

智
疑

惑
」

と

い
う
ー

「
諦

法

」
と

「自

力

」
と

が
交

錯

す

る
1

地

平

に
お

い
て
己

れ

の

〈
信

〉
の
あ

り
よ
う

を
問

う
と

い
う
、

お

そ
ら
く

は
善

導
思

想

そ
れ
自

体

の
中

に
そ

の
ま
ま

の
形

で
含

ま

れ

て

い
る

と

は
み
な

し
が

た

い
、

よ

り

い

っ
そ

う
己

れ

の
内

面

へ
と
屈
曲

し

た
位
相

、

い
う
な

れ
ば

煩
悩

の
真

　
　
　

相

に

お

い
て
受

け
と

め
ら

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

親
鸞

は
ー

善
導

の

「
三
品
懺
悔

」
を
念

頭

に

お

い
て
の

こ
と
で
あ

ろ

う
ー

「仏

智

う
た

が
ふ

つ
み

ふ
か
し
/

こ
の
心

お
も

ひ
し

る
な
ら

ば
/

く

ゆ

　

　

コ

　

　

　

　

コ

　

　

　
　

　

る

こ

〉
ろ
を

む

ね
と

し

て
/

仏

智

の
不

思
議

を

た

の
む

べ
し
」
と

詠

っ
て

い
る
。

「
化
土

」
な

ら

ぬ

"
い
ま

・
こ

こ
"

で

の

「
俄
悔

」

に
よ

っ
て
、

「自

力

」

の
心

を
脱

し
、

阿
弥

陀
仏

の
誓
願

へ
の

〈
信

〉

へ
と
開

か

れ
て

い
く

こ
と
を
念

じ

て
や
ま

な

い
の
で

あ

る
。

善
導

の

「
抑

止
」

を

め
ぐ

る

一
連

の
思
惟

は
、

こ
の
よ

う

に
親
鸞

を
1

他

な

ら
ぬ
己

れ

に
か

か
わ
る
事
柄

と

し

て

の
ー

「
自
力

」

の
再
吟

味

や
、

さ

ら
な

る

「
化

土
」

の
構

想
、

ひ

い
て
は

『
教
行

信
証

』

に

お
け

る

「
穏
顕

」
釈

と

い

っ
た

独
特

の
経
文

理
解

へ
と
導

い
て

い

っ
た

の

で
あ

る
。



註

(
1
)
異
訳

『如
来
会
』

で
は

「
唯
だ
造
無
間
悪
業

と
、
正
法
お
よ
び
諸
聖
人
を
誹
諺
せ
む
と
を
除
く
」

(
2
)

「
十
悪
」
、
「
五
逆
」
と
は

噌
般
的

に
は
そ
れ
ぞ
れ

"
殺
生

・
楡
盗

・
邪
淫

・
妄
語

・
両
舌

・
悪
口

・
綺
語

・
貧
欲

・
瞑
悉

・
邪
見
"
、
"害
母

。
害
父

・
害

阿
羅
漢

・
出
仏
身

・
破
和
合
僧

"
を

さ
す
が
、
「
五
逆
」

に
つ
い
て
は
註

13
お
よ
び
註

18
参
照
。
な
お
、
経
文

に
よ
れ
ば
、

こ
の

「
下
品
下
生
」
者
は
往

生
後
な
お

「十

二
大
劫
」
と

い
う
長

い
時
を
蓮
華

の
内

に
つ
つ
ま
れ
て
過
ご
す
の
で
あ
り
、
観
世
音
・
大
勢
至

の
両
菩
薩

に
よ

っ
て
仏
法
を
授
け
ら
れ
る

の
も
ー

し
た
が

っ
て
真

に

「
菩
提
心
」
が
発
起

さ
れ
る
の
も
…

こ
の
蓮
華
が
開

い
た
後

の
こ
と
と
さ
れ
て

い
る

(
「蓮
華

の
中
に
於

て
、
十

二
大
劫
を
満

ち
て
蓮
華
ま
さ
に
開
く
。
観
世
音
・大
勢
至
は
大
悲

の
音
声
を
以
て
、
そ
れ
が
為

に
広
く
諸
法
の
実
相
と
、
罪
を
除
滅

す
る
法
を
説
く
。
聞
き
終
り
て
歓

喜
し
、
時

に
応

じ
て
即
ち
菩
提
の
心
を
発
す
。

こ
れ
を
下
品
下
生
と
名
つ
く
。
」
)
。
ま
た

『
浬
葉
経
』
で
は
!
そ
の

「
悉
有
仏
性

」
説
と
と
も
に
…

救

い

が
た

い
衆
生

(、
難
治

の
機
」
)
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
点
を
め
ぐ
る
論
議

に
関
し
て
は

「
化
土
」
往
生
と

い
う
観
点
か
ら
後
述
す
る
。

な
お
、

こ
の

「
下
品
下
生
」
段

は
ー

「
下
品
上
生
」
、
「
下
品
中
生
」
と
と
も

に
ー
、
あ
く
ま
で
も

、
下
輩
生
想
」
と

い
う

「
観
」
の
対
象

(「第
十
六
観
」
〉

と
し

て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
直
接
的

に
往
生
の
あ
り
さ
ま
を
語

る
文
脈

で
は
な

い
点

に

一
応

の
留
意
は
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
後
に
論
じ
る
よ

う
に
、
善
導
ら
の
理
解

に
お
い
て
は
、
ま
さ

に

「
下
品
下
生
」
者

の
あ
り
よ
う
と
い
う

「
観
」
の
対
象
が
、
他
者
な
ら
ざ

る
己
れ
自
身

の
あ
り
よ
う
と
重

ね
合
わ
さ
れ
る
形
で
受

け
と
め
ら
れ
て
く
る
構
造

こ
そ
が
重
要

で
あ
ろ
う
。

(3
)
大
正
蔵

三
十
七

。
二
七
七

a

善
導

の
テ
キ
ス
ト
か
ら
の
引
用
は
大
正
新
修
大
蔵
経

に
よ
り
巻
数

・頁
数
等
を
示
し
た
。
な
お
、
訓

み
下
し
に
あ
た

っ
て
は
親
鸞
加
点
本

(
法
蔵
館

『
定

本

親
鶯
聖
人
全
集
』
所
収
)
を
は
じ
め
、
諸
本
を
参
照
し
た
が
、
論
者

の
判
断

に
よ

っ
て
適
宜
表
記
を
改
め
た
た
め

一
々
表
記
は
し
な
か

っ
た
。

(
4
)
以
下
、
大
正
蔵

三
十
七

・
二
七
七

・
b

(
5
)
す
で
に
犯
し
た

讐
罪
L

儀
已
造
業
L
)
に
関
し
て
善
導
が
述

べ
る
件
は
ー
「
抑
止
門
」
に
対
し
て
↓

示
学

に
い
う

讐
摂
取
L
門

の
箇
所

で
あ
る
が
、
追

っ
て

本
論

で

み

て

い
く

よ

う

に
、

「
未

造

」
と

「
已
造

」
と

は
衆

生

の
側

で
判

然

と

区
別

し

得

る

よ
う

な
質

の
も

の
で

は
な

い
。

し

た
が

っ
て

「
抑

止
」
と

「
摂

取

」

の
両

者

に

つ

い
て

も

ま

た
、

い
わ
ば

仏

意

の
褻

表

の
よ

う

な
関

係

に
あ

る
と

み
る

べ
き

で

あ

ろ
う

。



(6
)

『大
経
』
(胎
化
段
)
で
は

「宮
殿
し
、
源
僑

欄往
生
要
集
』

に
引
か
れ
る

腕
菩
薩
虞
胎
経
』

(懐
感

㎎群
疑
論
熱
か
ら
の
引
用
)
で
は

「辺
地
解
慢
」
等

と
称
さ
れ
る
浄
土
を
親
鸞

は

「化
身
化
土
」

(略
称

「
化
土
」
)
と
呼
ん
だ
。

も
し
衆
生

あ
り
て
、
疑
惑
心
を
以

て
諸

の
功
徳
を
修
し
て
、

か
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
仏
智

・
不
思
議
智

・
不
可
称
智

・
大
乗
広
智

・
無
等
無
倫
最
上

勝
智
を
了
ら
ず
し

て
、
こ
の
諸
智

に
お
い
て
疑
惑

し
て
信
ぜ
ず
。
し

か
も
な
ほ
罪
福
を
信

じ
て
、
善
本
を
修
習
し
て
、
そ
の
国
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
。
こ
の

諸

の
衆
生
、

か
の
宮
殿

に
生

れ
て
寿
五
百
歳
、
常

に
仏
を
見
た
て
ま

つ
ら
ず
、
経
法
を
聞
か
ず
、
菩
薩

・声
聞
聖
衆
を
見
ず
。

こ
の
故
に
か
の
国
土
に
は

こ
れ
を
胎
生

と
謂

ふ
。
…
…
仏
智
を
疑
惑
す
る
を
以
て
の
故
に
、
か
の
宮
殿

に
生
ず
。
珊
罰
、
乃
至
、

一
念
の
悪
事
あ
る
こ
と
な
し
。
但
し
五
百
歳
の
中

に
お

い
て
三
宝
を
見
ず
。
供
養

し
て
諸
の
善
本
を
修
す
る
こ
と
を
得
ず
。

こ
れ
を
以
て
苦

と
す
。
余

の
楽
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
猶
し
か
の
処
を
楽
は
ず
。

も
し
こ
の
衆
生
、
そ

の
本
の
罪
を
識
り
て
、
深
く
自
ら
悔
責
し

て
か
の
処
を
離
る
る
こ
と
を
求
め
む
。
す
な
は
ち
意

の
如
く
な
る
こ
と
を
得

て
、
無
量
寿

仏
の
所

に
往
詣
し

て
恭
敬
供
養

せ
ん
。
ま
た
遍
く
無
量
無
数

の
諸
余

の
仏

の
所
に
至
る

こ
と
を
得
て
、
諸

の
功
徳
を
修
せ
ん
。

(『
大
経
』
胎
化
段
)

問
ふ
、

『菩
薩
処
胎
経
』
の
第

二
に
説
か
く
、
「
西
方
こ
の
閻
浮
提
を
去

る
こ
と
十

二
億
那
由
他

に
解
慢
界
あ
り
。
国
土
快
楽
に
し

て
、
侶

・伎
楽
を
作

す
。

衣
被

・
服
飾

・
香
花

も
て
荘
厳
せ
り
。
七
宝

の
転
開
す
る
床
あ
拳
て
、
臆
を
挙
げ

て
東
を
視

ん
と
す
れ
ば
、
宝
床
随

ひ
て
転

じ
、
北
を
視
、
西
を
視
、
南

を
視

る
も
ま
た
か
く
の
如

く
転
ず
。
前
後
し

て
意
を
発

せ
る
衆
生
、
阿
弥
陀
仏
国

に
生

ま
れ
ん
と
欲
す
る
者
も
皆
深
く
禦
慢
国
土

に
着
し
て
、
前
に
進

ん

で
阿
弥
陀
仏
国

に
生
ま
る
る
こ
と
あ
た
は
ず
。
億
千
万

の
衆

に
時

に

一
人
あ
り
て
、
よ
く
阿
弥
陀
仏
国
に
生
る
し
と
云
云
。
こ
の
経
を
も

っ
て
准
ず
る
に
、

生

る
る
こ
と
得

べ
き
こ
と
難

か
ら
ん
。
答
ふ
、
『群
疑
論
』
に
、
善
導
和
尚
の
前
の
文
を
引
き
て
こ
の
難
を
釈
し
、
ま
た
自

ら
助
成
し
て
云
く
、
「
こ
の
『経
』

の
下

の
文

に
言
く
、
「何
を

も

っ
て

の
ゆ
え
に
、

み
な
解
慢

に
し
て
、
執
心
牢
固
な

ら
ざ
る
に
由
る
」
と
。

こ
こ
に
知
ん
ぬ
、
雑
修

の
者

は
執
心
不
牢

の

人
と
な
す

こ
と
を
。
故

に
解
慢
国

に
生
る
る
な
り
。
も
し
雑
修
せ
ず
し
て
専
ら
こ
の
業
を
行
ぜ
ぱ
、
こ
れ
す
な
わ
ち
執
心
牢

固
に
し
て
、
定
ん
て
極
楽
国

に
生

れ
ん
。
乃
至

ま
た
報

の
浄
土

に
生

る
る
者
は
極
め
て
少
く
、
化

の
浄
土
の
中

に
生
る
る
者
は
少

か
ら
ず
。
故

に

『経
』
に
は
翅
に
説
け
り
.
実

に

は
相
違

せ
ざ

る
な
り
偏
と
。

(
『往
生
要
集
臨
巻
下

岩
波

日
本
思
想
大
系

『源
信
貼
二
七
六
頁
)

『
大
経
』

(胎
化
段
)
お
よ
び

『菩
薩
虜
胎
経
』
は
、
も
と
よ
り

『観
経
』

(下
品
下
生
段
)

と
は
成
立
上

の
直
接
的
な
連
関
を
も

つ
も
の
で
は
な

い
が
、



右

の
引
用
部
分

に
も
顕
著

に
窺
わ
れ
る
よ
う

に
、
文
書
上

の
対
応
を
も

っ
て
お
り
、
親
鸞
は
i

中
国
浄
土
教
の
論
師
た
ち
と
と
も

に
ー
そ

の
内
容
的
な
連

関

に
促
さ
れ

つ
つ

「化
土
」
に
ま

つ
わ
る
思
惟
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
が
善
導
に
お
い
て
も
右

の

「識
其
本
罪
深
自
悔
責
」
の
経
文

部
分

は
ー

後

に
み
る

「
三
品
懺
悔

」
に
結
実
す
る
よ
う
な
1
重

み
を
も

っ
て
立
ち
現
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(7
)

『法
事
讃
』
大
正
蔵

四
七
…
四
二
六

・
a

(8
)

『観
経
疏
』
大
正
蔵

三
七
ー

二
七
七

・
c

(9
)

『往
生
礼
讃
』
大

正
蔵

闘
七
ー
四
西
七

・
a

(10
)
同
内
容

『法
事
讃
』
(巻
下

大
正
蔵

四
七
1
四
三
五

c
以
下
)

(11
)
大

正
蔵

四
七
…
四
三
九

・
b

煩
雑

さ
を
避
け
る
た
め
に
本
論
で
は
触
れ
な
か

っ
た
が
、
本
引
用
文
に
お
い
て
用

い
ら
れ
て

い
る
九
回
の

「
故

に
」
は
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立

に

「雑
業
」
者

の
往
生
し
が
た
さ
の
事
由
を
語

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
「
雑
縁
乱
動

し
て
、
正
念
失
す
る
」
と
い
う
あ
り
よ
う
が
次

の

「
仏
の
本
願
と
相
応

せ
ざ
る
」

こ
と
、
「
教
と
相
違
」
し
、
「仏
語

に
順
ぜ
ざ

る
」
こ
と
の
具
体
稲
を
示
し
て

い
る
こ
と
は
内
容
的
に
明

ら
か
で
あ
り
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
に
ー

す
な
わ
ち
「
法
」

と
の
関
連

に
お

い
て
i
往
生
し
が
た
さ
の
事
由
を
収
敷
さ
せ
た
後
で
、
あ

ら
た
め
て

「
係
念
相
続

せ
ざ
る
」
、
、憶
想
間
断
す
る
」
、

さ
ら
に
は

「
嬢
願
磐

重
真
実
な
ら
ざ

る
」
と

い
っ
た
i
文
頭
の

「
雑
縁
乱
動
し

て
正
念
失
す
る
し
あ
り
よ
う

に
対
応
す
る
ー
行
者

の
あ
り
よ
う
を
掲
げ
た
う
え
で
、
そ

の
事
由

を
行
者

の
内
面
に
遡
及
的

に
…

す
な
わ
ち

「機
」
と

の
関
連

に
お
い
て
ー
、
盒
瞑
諸
見

の
煩
悩
L

に
よ
る

「
間
断
」、
「
漸
擁
懺
悔

の
心
」
の
欠
如

へ
と
求

め
て
い

っ
た
文
章

と
解
さ
れ
る
。

な
お
、
本
箇
所

の

「
懺
悔
に
三
品
有

り
し
と

い
わ
れ
る
際
の

「
三
品
」
は
引
用
部
分

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
懺
悔

の
行

法

に

つ
い
て
の

「要

・
略

・
広
」
の
三
種
類
の
区
分

の
こ
と
で
あ
り
、
本
稿
の
行
論
中
で
着
目
し
て

い
る

「
三
品
懺
悔

」
と
は
そ
の
内
容
を
異

に
し
て
い

る
(
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
に
み
る
よ
う

に
善
導

の
懺
悔

を
重
ん
じ
る
親
鸞

が
本
箇
所
を
引
用
す
る
に
あ
た

っ
て
は
1
大
幅
に
途
中

の
引
用
を
省
く
こ
と

に
よ

っ
て
ー

こ
の

「
三
晶
し
を

「上

・
中
・
下
し

と
い
う

「
三
品
…
懺
悔し

の
そ
れ
に
接
続
さ
せ
て
く
る
と
い
う
独
霞

の
読
み
を
示
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
点

に
関
し
て
は
今
は
措
く
こ
と
に
し
た

い
)
。

(
12
V

「
仏

の
形
象
に
向

て
、
現
在

一
生

に
、
無
始
已
来

の
身

・
口

・
意
業
の
所
造
の
十
悪

・
五
逆

・
四
重

・
諺
法

・
闘
提
等

の
罪
を
懺
悔

す
。
極

て
す

べ
か
ら

く
悲
悌
し
て
涙
を
雨
し
、
深
く
漸
悦
を
生
じ
、
心
髄

に
徹

し
、
骨
を
切

り
て
自
責
す
。
し

(大
正
蔵

三
七
-
二
六
二

a
)
な
お
詳
述
は
省
く
が
、
善
導

は

ま
た

、
華
座
観
し
に
お
い
て
も
仏
像

の
前
で

「至
心

に
懺
悔

し
て
、
造
所

の
罪
を
発
露
し
、
極
め
て
漸
憶
を
生
じ
、
悲
泣
し
て
涙
を
流
し
て
悔
過
」
す

る



こ

と
を

求

め

て

い
る

(大

正

蔵

三
七

-

二
六

六

b

)
。
観

想

行

に
お

い
て
、

こ

の

よ
う

に

「
懺
悔
」
を

行

う

こ
と

は
も

と

よ

り
、

煩
悩

の
所

為

に
よ

っ

て
当

該

の
観

想

行

が
達

成

で

き

な

い
こ
と

を
催

れ

て
、
仏

の
加

護

を

求

め

て

い
く

と

い
う
面

が
あ

ろ
う

が

、
で
あ

れ

ば

こ

そ
な

お

の

こ
と

、
こ

の
.
懺
悔

L

行

は
阿

弥

陀

仏

の
本

願

へ
の

〈信

〉
を

よ
び

さ
ま

す

と

い
う

意
義

を

に
な

い
、

い
わ

ゆ

る

.
二
種

深

信

L
の
根

底

を

な
し

て

も

い
よ

う

(三

枝

樹

隆

『善

導
浄

土

教

の
研

究

』
東

方

出

版

=

一〇

～

一
二

一
頁

参

照

)。

(
13
)

例

え
ば

『
般
舟

讃

』

(大

正

蔵

四
七

-

四

五
〇

a
)
に
お

い
て

「行

住

坐

臥

に
専

ら
念

仏

」
す

る

こ
と

が
説

か

れ

る
際

に
も

「念

念

の
時

に
常

に
懺
悔

」

す

る

こ

と

が
求

め

ら

れ
、

ま
た

「
念

念

に
称

名

し

て
常

に
懺
悔

せ

よ
」

と

の
言
葉

も

み
ら

れ

る

(藤

田
宏

達

氏

の
指
摘

『人

類

の
知

的

遺

産

善

導

』
講

談

社

一
五

二
頁

)
が

、

こ

の
文

言

は
紛

れ

も

な
く

『
観

経
』

(下

品

下
生

段

)

の

.念

念

の
中

に

お

い
て

八
十

億

劫

の
生

死

の
罪
を

滅

す

」
に
対

応

す

る

も

の
で

あ

り
、

「
抑

止

門

」

に
窺

わ

れ

る
善

導

の
思
惟

が
ー

「
五
逆

・
諺

法

」

の
者

に
と

ど
ま

ら

ず
ー

「
念

仏
者

」

一
般

の
あ

り

よ

う

と
も

関

連

づ

け
ら

れ

つ
つ
営

ま

れ

て

い
た

こ
と

を
証

立

て
る

も

の
と

い
え

よ
う

。

事
実

、

「
無

始

已
来

」

と

い
う

観

点

に
立

つ
な

ら
ば

、

「
十

悪

.
五

逆

.
四
重

.
諺

法

.
闡
提

」

は

い
わ

ば

"衆

生

"

の
異
名

に
他

な

ら

な

い
と

も

い

い
う

る
で

あ

ろ
う

。

善

導
思

想

に
お

い

て

「
五
逆

・
十

悪

」

と

「
諦
法

」

と

は
戴

然

と

は

区
別

さ

れ

が
た

い
態

様

と
解

さ
れ

て

い
た

の

で
は

あ

る
ま

い
か

。

よ
く

指

摘

さ
れ

る
よ

う

に

「古

今

階
定

」

と

い
わ

れ

る
善

導

が

『観

経

』
所

説

の

「
九

品
」
を

す

べ

て

「
唯

凡

」

と

み
た

真

の
意

味

も

こ

こ
に
収

敷

し

よ

う
。

(14

)
善

導

の
テ

キ

ス

ト

に

お

い
て

.
真

心

」
の
用

例

は
僅

少

で
あ

り
、

本

稿

の
文

脈

以

外

に

は
章

提
希

夫

人

の
浄

土

願

生

心

が

ひ
た

む

き

で
あ

る
様

を

「夫

人

真

心

徹

到

し

て
苦

の
娑

婆

を
厭

い
、

楽

の
無

為

を

欣

ふ

」

と
述

べ
た

用
例

(「観

経

疏

」

(序

分
義

)

大

正

蔵

三
七

1

二

五

八

a
)

が
目

を

引

く
程

度

で
あ

る
が

、

い
わ

ゆ

る

「
広
懺
悔

文

」

に
お

い
て

「
三

品
識

悔

」

に

つ
い

て
述

べ
終

え

た

後

で
、

「
か

く

の
如

き
等

の
罪

永

く
相

続

す

る
を

断

ち
て

、
更

に
敢

え

て
作

ら
ず

。
懺
悔

し

己

り

て
心

を

至

し

て
阿

弥

陀
仏

に
帰

命

し

た

て
ま

つ
る
」

(大

正
蔵

四
七

-

四

四
七

b
)
と

結

ん

で

い
る
こ

と

な

ど
か

ら

み

て

も
、

「
至

心

」

と

い
う

阿

弥

陀
仏

へ
の

ひ
た

む

き
な

〈
信

〉

の
あ

り

よ
う

と

「
懺
悔
」

と

の
密

接

な

関

わ

り
を

み

て

と

る

こ
と

が

で
き

る

で
あ

ろ

う

。

(
15
)

「未

造

」

の
者

に
対

し

て

「
誹

諦

正
法

」

を

「抑

止

」

す

る

こ

と
と

、

「
巳
造

」

の
者

に
対

し

て

「
罪

」

の

「
懺
悔

」
を

求

め

る

こ

と
は
ー

後

に

み
る

よ

う

に
、

「罪

」

の
焦

点

が

「
仏

智

疑
惑

」

に
あ

り

、

「自

力

」
修

行

へ
の
志

向

も

ま

た
、

一
見
裏

返

し

の
形

で

は

あ

れ
、

こ
の

「罪

」

ゆ
え

に
発

現
す

る
あ

り

よ
う

で
あ

る

か

ら

に

は
i

相

即

し

て

い

る
と

考

え

る

べ
き

で

あ

ろ
う

(
16
)

「
信
巻

」

(第

一
巻

一
八
三

～

四
頁

)

親
鸞

の
著

作

か
ら

の
引

用

は
法

蔵

館

『定

本
親
鸞

聖

人
全

集

』

に

よ
り

、
巻

数

・
頁

数
等

を

示

し

た
。



『教
行
信
証
』

(「信
巻
」
)
で
は
こ
の
箇
所

は

『浬
薬
経
』
所
説

の

「
阿
閣
世
王
」
説
話
が
長
き
に
わ
た

っ
て
引

か
れ
た
後

に
置
か
れ
て
い
る
。
「
悉
有
仏

性
」
を
経
説
の
柱

と
す
る

『
浬
葉
経
』
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
理
路

に
お
い
て

「
難
化

の
三
機
」
が
説
き
出

さ
れ
、
ま
た
仏
法

へ
と
収
め
ら
れ
て
い
く

か
は
経
説

の
全
体
構
造

に
即
し

て
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
が
、

ひ
と
ま
ず
本
稿

の
趣
旨

か
ら
す
れ
ば
、
こ
の

「
阿
閣
世
」
説
話
も
、
父
で
あ
る
頻
婆
沙

羅
王
殺
害

と
い
う

「
五
逆
」
の

「
罪
」
を
犯

し
た
王
子
が
、
そ

の
罪
を
悔

い
、
仏

の
教

へ
と
帰
依
し
て
い
く
様

が
描
か
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。

『
浬
葉
経
』

に
よ
れ
ば
、
療
治
し
が
た

い

「
極
重
」
の

「
三
病
」

で
あ
る

「諦
大
乗
」、
「
五
逆
罪
」
、
「
一
闡
提
」
も
、
仏
・
菩
薩
に
従

っ
て
そ
の
治
療
法

を
聞

き
終
え
れ
ば
、
「
よ
く
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
心
を
発
」
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と

い
う
。
父

の
王
を
殺
害
し
た
阿
闊
世
は
文
字
通
り
体
中

に
瘡

が
で
き
て
懊
悩
す
る
が
、

い
わ
ゆ
る

「
六
師
」
に
代
表

さ
れ
る

「外
道
」
の
医
師
た
ち
に
よ

っ
て
は
療
治
さ
れ
ず
、
脅
婆

(釈
尊
在
世
中

の
医
王
)
に
よ

っ

て
初

め
て
治
療

へ
の
道
、
す
な
わ
ち
釈
尊

の
教

へ
の
道
が
開
か
れ
る
。
習
婆

は
い
う
「
王
、
罪
を
作
す
と

い
へ
ど
も
、
心

に
重
悔

を
生
じ
て
葱
憶
を
懐
け

り
。

…
…
懸

は
内

に
み
つ
か
ら
差
恥
す
、
憶
は
発
露
し
て
人
に
向

か
ふ
。
…
…
」
。
「
六
師
」
た
ち
の
教

に
心
動

か
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
習
婆

を
頼

っ
た
か

ら
に
は
、
阿
閣
世
は
直
接
的
な
意
味
で

「
誹
諦
正
法
」
者

に
連

な
る
存
在
で
は
な

い
が
、
「
六
師
」

の
教
を
経
巡

っ
た
暁

に
よ
う
や
く
仏
法

へ
と
辿
り

つ

い
た
流

れ
を
重
視
す
る
な
ら
ば
ー

『
浬
葉
経
』
自
体

が

「
諦
大
乗
」

と

「
五
逆
罪
」
と

「
一
闡
提
」
と
を

「
三
病
」
と

一
括
り
に
し
て
い
る
よ
う

に
ー

そ

の
道
程

は

「
懺
悔
」
を
媒
介
と
し

つ
つ
、
「
誹
諦
」
か
ら

「
廻
心
」

へ
と
歩

み
を
進
め
た
も

の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
17
)

『唯
信
抄
文
意
』

(第
三
巻

和
文
篇

一
六
七
～
八
頁
)

(
18
)
よ
く
と
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う

に
、
阿
閣
世

と
い
う
存
在
も

『浬
薬
経
』
で
は

「
こ
れ
煩
悩
等
を
具
足
せ
る
者
な
り
」
、
「
こ
れ

一
切

い
ま
だ
阿
褥
多
羅
三
貌

三
菩
提
心
を
発
せ
ざ

る
者

な
り
」
等
と

"
一
般
化
"
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

『
浬
薬
経
』
の
原
文

で
は

「
普
く

一
切

の
五
逆
を
造
る
者
に
及

ぶ
」
と
あ
る

箇
所
を
親
鶯
は

「
普
く
及
び

一
切
、
五
逆
を
造
る
者
な
り
」
と
訓

ん
で
い
る
が
、

こ
の
訓

み
に
窺
わ
れ
る
親
鸞

の
理
解
も
お
そ
ら
く
は

「
五
逆
」
を
衆
生

の

一
部

に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
煩
悩
具
足
せ
る
す
べ
て
の
衆
生

の
あ
り
よ
う
と
重
ね
み
る
方
向

で
の
そ
れ
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
(『
石
田
瑞
麿
訳

教

行
信
証

上
』
春
秋
社

二

一
七
頁

註

(1
)
)。
な

お
、
親
鸞

は

「
信
巻
」
に
お
い
て
善
導

の

「抑
止
門
」
か
ら
の
引
用
を
終

え
た
後

で
、
あ
ら
た
め

て

『
薩
遮

尼
乾

子
経
』
を
引
用
し

つ
つ

「大
乗

の
五
逆
」
を
説
く
中
で
、
そ

の
五
と
し
て

「諦
し
て
因
果
な
く
、
長
夜

に
常
に
十
不
善
業
を
行
ず
る
」
を

挙
げ
、

い
わ
ば

「
五
逆
」

の
う
ち

に

「諦
法
」
を
含

み
み
る
姿
勢
を
示
し
て
も

い
る
が
、

こ
こ
に
も

こ
う
し
た
衆
生
観
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(19
)

『浄
土
論
註
』
大
正
蔵

四
〇
ー
八
三
三

c
以
下



(20
)
大
正
蔵

四
〇
ー
八
三
四

b

(21
)
ち
な
み
に
曇
鸞

の
理
解

で
は

「
十
念
」
と
は

「
た
だ
阿
弥
陀
仏
を
臆
念
し
て
、
も
し
は
総
相
も
し
は
別
相
、
所
観

の
縁
に
随

ふ
て
心
に
他
相
な
く
し
て
、

十
念
相
続
す
る
」
と

い
う

「
観
相
」
を
基
本
と
す
る
が
、
「
た
だ
し
名
号
を
称

す
る
こ
と
も
ま
た
ま
た
か
く
の
如
し
」
と

い
う
よ
う
に
称
名
念
仏
と
い
う

現
象
形
態
を
含
ん
で
も

い
る
。

(大
正
蔵

四
〇
1
八
三
四

c
)
し
た
が

っ
て
、
「
十
念
」
と
は
質
的
な
準
位

に
お
け
る
往
生
因
の
十
全
な
具
備

(「業
事

成

弁
」
)
を
意
味
す
る
の
で
あ

っ
て
、
も
は
や
量
的
な
限
定

(称
名
の
回
数
)
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な

い
と
み
る
べ
き
で
あ

る
。

(
22
)
大
正
蔵

四
〇
1
八
四
二

a

(
23
)
曇
鸞

に
お

い
て
、

こ
の

「楽
」
が
直

ち
に
感
性
的
次
元

に
お
け
る
満
足
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
続
く
箇
所

で

「
か
の
安
楽
浄
土
は
阿
弥
陀

如
来

の
本

願
力

の
為

に
住
持

せ
る
所

に
て
受
楽
無
間
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
明
ら
か
で
は
あ
る
。
曇
鸞

が
本
来

の
浄
土
に
み
る

「安
楽
」
さ

は
わ
れ
わ
れ
の
求

め
る
次
元
の
そ
れ
と
は
準
位
を
異

に
す
る
純
粋
性
を
帯
び
る
が
ゆ
え

に
、
「無
上
菩
提
心
」

の
発
起
が
求
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

し

か
し
な
が
ら
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「無

上
菩
提
心
」
な
き
浄
土
願
生

に
は
1

一
見
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ

ュ
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
も
ー

「楽
」

へ
の
志
向
、

な

い
し

「
貧
」
と
い

っ
た
煩
悩
の
名
残
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(24
)

『末
燈
抄
』

(第
三
巻

書
簡

篇

建
長
七
年
十
月
三
日
書
簡

六
三
～

四
頁
)

な
お
本
文
中

に
お
け
る

「
身
口
意
の
み
だ
れ
こ
こ
ろ
を

つ
く
ろ
ひ
」
と

い
う
表
現
に
も
善
導

の
理
解
が
流

れ
込
ん
で

い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き

で
あ
る
。

親
鸞

は

『
教
行
信
証
』

(「
信
巻
」)

に
お
い
て

『観
経
硫
』
(
「散
善
義
」
)
か
ら
次
の
よ
う

に
引
用
し

て
い
る
。

『経
』

に
云
は
く
、

「
一
者
、
至
誠

心
。
」
至
と
は
真
な
り
、
誠

と
は
実
な
り
。

一
切
衆
生

の
身

・
口

・
意
業

の
所
修
の
解
行
、
必
ず
真
実
心
の
中

に
作
し

た
ま

へ
る
を
須
ゐ
む
こ
と
を
明
か
さ
む
と
欲
ふ
。
外

に
賢
善
精
進

の
相
を
現
ず
る
こ
と
を
得
ざ

れ
。
内

に
虚
仮
を
懐

い
て
、
貧
瞑
邪
偽
好
詐

百
端

に
し
て

悪
性
侵
め
難
し
、
事
、
蛇
蜴

に
同
じ
。
三
業
を
起
す
と
い

へ
ど
も
、
名
づ
け
て
雑
毒

の
善
と
す
。
ま
た
虚
仮

の
行
と
名
つ
く
、
真
実

の
業
と
名
づ
け
ざ
る

な
り
。
も
し

か
く
の
如
き
安
心

・
起
行
を
作
す
は
、

た
と
ひ
身
心
を
苦
励
し
て
日
夜
十
二
時
、
急
に
走
め
急

に
作
し
て
頭
燃
を
灸

う
が
如
く
す
る
も

の
、

衆

て
雑
毒

の
善
と
名

つ
く
。
こ
の
雑
毒

の
行
を
回
し
て
か
の
仏
の
浄
土

に
求
生

せ
む
と
欲

す
る
は
、
こ
れ
必
ず
不
可
な
り
。
何
を
以
て
の
故
に
、
正
し
く

か
の
阿
弥
陀
仏
、
因
中

に
菩
薩

の
行
を
行
じ
た
ま
ひ
し
時
、
乃
至

一
念

一
刹
那
も
、
三
業

の
所
修
み
な
こ
れ
真
実
心

の
中

に
作
し
た
ま
ひ
し

に
由

り
て
な

り
。

(第

一
巻

一
〇
二
頁
)

こ

こ
に
は
衆
生
が
阿
弥
陀
仏

の
ご
と
き
真
実
心
を
も
ち
え
な

い
が
た
め
に
、行

じ
ら
れ
る
行

が
所
詮
は
1
煩
悩

に
由
来
す
る
1
濁
り
を
と
も
な

っ
た
も

の



で
し
か
あ
り
得
な

い
様

が

「
虚
仮
」
、
「雑
毒
」
と

い
っ
た
文
言
で
も

っ
て
語

ら
れ
て

い
る
。
「
真
実
心
」

の
捉

え
方

に
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
1
善
導
が
そ
れ
を
な
お
衆
生

の
側
に
求
め
る
姿
勢
を
残
し
て

い
る
の
に
対

し
て
、
親
鶯

は
あ
く
ま
で
阿
弥
陀
仏

の
そ
れ
に
限
定

し
て
「
作
し
た
ま
え
る

を
須

い
る
」
と
訓
ん
で

い
る
と

い
う
1
差
違
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
「
自
力
」
を
貫
徹

し
得
な

い

「自
力
」
行
者

の
あ
り
さ
ま
を
描

き
出
す
そ
の
視
点

に

は
共
通

の
も

の
が
あ
る
。

さ
ら

に
先
の

「
三
品
懺
悔

」
文
に
お
け
る

「
も
し
か
く

の
如

く
せ
ざ
れ
ば
、
た
と
ひ
日
夜
十
二
時
、
急
に
走
れ
ど
も
衆

て
こ
れ

益
な
し
。
」
と

の
対
応

も
明

ら
か
で
あ
る
。

(25
)

『浄
土
和
讃
』
「仏
智
疑
惑
和
讃
」

(第
二
巻

和
讃
篇

一
八
九
～

一
九
六
頁
)

(
26
)
本
稿

で
は
詳
述
し
て

い
る
紙
幅
が
な

い
が
、
曇
鷲
の
「も
し
人
、
無
上
菩
提
心
を
発
せ
ず

し
て
、
た
だ
か
の
国
土

の
受
楽
無
間
な
る
を
聞
き
て
、
楽

の
た

め
の
故

に
生
ぜ
ん
と
願
」
ず

る
と
い
う
指
摘
、
す
な
わ
ち

「自
力
」
の
行
者

の
内

に
密

か
に

「
受
楽
」
と
い
う
ー

お
よ
そ
仏
道
な
ら
ざ

る
1

要
素

が
忍
び

込
ん
で

(あ
る

い
は
残
存
し
て
)
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
そ

の
往
生
土
が
ー

「自
力
」
の

"
受
け
皿
"
と
し
て
の
ー

「
化
土
」
で
あ
る
実
質
的
な
事
由
が
あ

り
、
親
鸞

の

「
化
土
」
理
解

の
独
創
性
が
あ
る
。
註
6
で
も
紹
介
し
た

『
菩
薩
庭
胎
経
』
に
お

い
て

「
化
土
」

(「
解
慢
界
」
)
を
描
写
し
た
経
文
中

の

「
国

土
快
楽

に
し
て
、
侶

・
伎
楽
を
作
す
。
衣
被

・
服
飾

・
香
花
も
て
荘
厳

せ
り
。
七
宝

の
転
開
す
る
床
あ

り
て
、
目
を
挙
げ
て
東
を
視
ん
と
す
れ
ば
、
宝
床

随
ひ
て
転

じ
、
北
を
視
、

西
を
視
、
南
を
視

る
も
ま
た
か
く

の
如
く
転
ず
」
と

い
っ
た
あ
り
さ
ま
ー
感
性
的
満
足

の

一
種
の
極
点
ー

に
注
目
す

べ
き
で
あ

る
。

(
27
)

「
五
濁
増

の
し

る
し

に
は

/

こ
の
世

の
道
俗

こ
と
ご
と
く
/
外
儀
は
仏
教
の
す
が
た

に
て
/
内
心
外
道
を
帰
敬

せ
り
」
(
『正
像
末
和
讃
』
第
二
巻

和

讃
篇

一
=

一
頁

)

「
異
学
と

い
う
は
、
聖
道
外
道

に
お
も
む
き
て
、
余
行
を
修
し
、
余
仏
を
念
ず
、
吉
日
良
辰
を
え
ら
び
、
占
相
祭
祀
を
こ
の
む
も

の
な
り
。

こ
れ
は
外
道

な
り
。
こ
れ
ら
は
ひ
と
え
に
自
力
を
た
の
む
も

の
な
り
。
」
(
『
一
念
多
念
文
意
』

(第
三
巻

和
文
篇

一
四

一
～

二
頁
)

(
28
)
第

一
巻

七
頁

(
29
)

こ
の
点
は
善
導

の

「
二
河
白
道
喩
」
を
め
ぐ
る
理
解

に
も
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。

(拙
稿

「善
導

『観
無
量
寿
経
疏
』
に
お
け
る

「
二
河
白
道
喩
」
を

め
ぐ

っ
て
L
(弘
前
大
学
人
文
学
部
人
文
社
会
論
叢

(人
文
科
学
編
)

第

一
号
)

な
お
、
親
鸞

は
註

16
で

ふ
れ
た

『
浬
薬

経
』
阿
閣
世
説
話
引
か
ら
の
引
用

に
先
立

っ
て
、
い
わ
ゆ
る

"仮

の
釈
"
(
「仮
と
言
ふ
は
、
即
ち
こ
れ
聖
道

の
諸

機
、
浄
土

の
定
散

の
機
な
り
。
」
)
と

"偽

の
釈
"
(
「偽
と
言
ふ
は
、
則
ち
六
十

二
見
・九
十
五
種

の
邪
道
こ
れ
な
り
。
」
)
と
を
置
き
、
続

い
て

『
浬
薬
経
』



か
ら

二

切

の
外
は
九
十

五
種
を
学
ふ
て
、

み
な
悪
道

に
赴
く
L
、
善
導

『
法
事
讃
』
か
ら

「
九
十
五
種
み
な
世
を
汚
す
。
た
だ
仏
の

一
道
の
み
独
り
清

閑
な
り
」
を
引

い
た
後
に
、

よ
く
知
ら
れ
た
悲
嘆
文

(「誠

に
知
り
ぬ
。
悲
し
き
か
な
、
愚
禿
鷺
、
愛
欲

の
広
海

に
沈
没
し
、
名
利
の
太
山

に
迷
惑
し

て
、

定
聚
の
数

に
入
る
こ
と
を
喜
ば
ず
、
真
証

の
証

に
近
づ
く
こ
と
を
快

し
ま
ざ
る
こ
と
を
、
恥
ず

べ
し
、
傷
む
べ
し
、
と
」)

で
結
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た

叙
述

の
仕
方

に
留
意
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
悲
嘆
文
は
決
し
て
唐
突
に
漏

ら
さ
れ
た
肉
声
な
ど
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「仮
」
た
る

「自
力
」

行
者

は
お
ろ
か
、
「偽
」
た
る

「
外
道
」
へ
と
頽
落
し
か
ね
な

い
己
れ
の
あ
り
よ
う
を
見
据
え

つ
つ
慎
重

に
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
あ
り
、
『
教
行
信
証
』
中

に
お
い
て
他

の
経
典
論
釈

と
並
ん
で
、
し
か
る

べ
き
位
置

に
置
か
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

30
)

『正
像
末
和
讃
』

(第

二
巻

和
讃
篇

一
九
九
頁
)

な
お
、
親
鸞

に
お

い
て
は
善
導

の

「真
心
」
は
阿
弥
陀
仏

に
対
す
る
十
全
な

〈
信
〉
「真
実
信
心
」
)

の
謂
と
受
け
と
め
ら
れ

て
い
る
。
た
め
に

「
懺
悔
」

は
ま
さ
に

「
真
実
信
心
」

の
獲
得
と
相
即
し

て
も

い
る
の
で
あ
る
。
「
真
心
徹
到
す
る
ひ
と
は
/
金
剛

の
心
な
り
け
れ
ば
/
三
品
の
識
悔
す
る
も
の
と
/

ひ
と
し
と
宗
師

(善
導
)

は
の
た
ま

へ
り
」

(『
浄
土
高
僧
和
讃
』
第

二
巻

和
讃
篇

一
一
四
頁
)

(本

学
人

文
科

学
研

究
院

助
教
授

・
倫

理
学
)


