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―
親
鸞
に
お
け
る
煩
悩
論
―

山
崎
龍
明

ま
ず
は
じ
め
に
覚
如
に
つ
い
て

「
煩
悩
」
義
を
み
よ
う
。

〈覚
如
〉
２

一
一七
〇
～

一
三
五

一
）

し
か
る
に
わ
れ
ら
が
心
す
で
に
貪
唄
痕

の
三
毒
み
な
お
な
じ
く
具
足
す
、
こ
れ
が
た
め
と
て
お
こ
さ
る
る
願
な
れ
ば
往
生

そ
の
機
と
し
て
必
定
な
る
べ
し
と
な
り
。
か
く
こ
こ
ろ
え

つ
れ
ば
、
こ
こ
ろ
の
わ
ろ
き
に
つ
け
て
も
、
機
の
卑
劣
な
る
に
つ

け
て
も
、
往
生
せ
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
道
理
、
文
証
勿
論
な
り

（中
略
）
。
来
世
の
わ
れ
ら
、
み
な
凡
夫
た
ら
ん
う

へ
は
、

ま
た
も
て
往
生
お
な
じ
か
る
べ
し
と
し
る
べ
し
。

電
口
伝
砂
』
上
、
三
の

一
こ

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究

（二
）
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往
生
の

一
大
事
を
ば
如
来
に
ま
か
せ
た
て
ま

つ
り
、
今
生
の
身
の
ふ
る
ま
ひ
心
の
む
け
よ
う
、
日
に
い
ふ
こ
と
、
貪
瞑
痰
の

三
毒
を
根
と
し
て
殺
生
等
の
十
悪
、
械
身
の
あ
ら
ん
ほ
ど
は
た
ち
が
た
く
伏
し
が
た
き
に
よ
り
て
、
こ
れ
を
は
な
る
る
こ
と

あ
る
べ
か
ら
ざ
れ
は
、
な
か
な
か
お
ろ
か
に
つ
た
な
げ
な
る
煩
悩
成
就
の
凡
夫
に
て
、
た
だ
あ
り
に
か
ざ
る
と
こ
ろ
な
き
す

が
た
に
て
は
む
べ
ら
ん
こ
そ
浄
土
真
宗
の
本
願
の
正
機
た
る
べ
け
れ

（同
、
三
の
二
人
）

覚
如
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
存
在

の
仕
方
、
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
は
、
「貪
瞑
癌
」
以
外
に
は
な
か

っ
た
。
機
が
い
か
な
る
卑
劣

な
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は

「
そ
の
者
の
た
め
」
に
発
願
成
就
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
確
信
が
文
中

に
涙

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
凡
人
救
済
の
道
理
、
文
証
は
決
し
て
少
な
く
は
な
い
と
い
う
。
そ
の

一
例
を
示
す
な
ら
、覚
如
は
『
口

伝
砂
』

の

「如
来
の
本
願
は
も
と
凡
夫
の
た
め
に
し
て
聖
人
の
た
め
に
あ
ら
ざ
る
事
」
の
条
下
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
示
し
て
い

る
。
「
世
の
ひ
と

つ
ね
に
お
も

へ
ら
く
、
悪
人
な
を
も
て
往
生
す
、
い
は
む
や
善
人
を
や
と
。
こ
の
事
と
を
く
は
弥
陀
の
本
願
に

そ
む
き
、
ち
か
く
は
釈
尊
出
世
の
金
言
に
違
せ
り
。
そ
の
ゆ
へ
は
五
劫
思
惟
の
苦
労
、
六
度
万
行
の
堪
忍
、
し
か
し
な
が
ら
凡
夫

出
要
の
た
め
な
り
、
ま
た
く
聖
人
の
た
め
に
あ
ら
ず
。
し
か
れ
ば
凡
夫
、
本
願
に
乗
じ
て
報
土
に
往
生
す
べ
き
正
機
な
り
。
凡
夫

も
し
往
生
か
た
か
る
べ
く
は
願
虚
設
な
る
べ
し
、
力
徒
然
な
る
べ
し
。
し
か
る
に
願
力
あ
ひ
加
し
て
十
方
衆
生
の
た
め
に
大
饒
益

を
成
ず
。
こ
れ
に
よ
り
て
正
覚
を
と
な

へ
て
い
ま
に
十
劫
な
り
。
こ
れ
を
証
す
る
恒
沙
諸
仏
の
証
誠
あ
に
無
虚
妄
の
説
に
あ
ら
ず

や

（中
略
）
。
ゆ

へ
に
傍
機
た
る
善
凡
夫
な
ほ
往
生
せ
ば
、
も
は
ら
正
機
た
る
悪
凡
夫

い
か
で
か
往
生
せ
ざ
ら
ん
。
し
か
れ
ば
善

人
な
を
も
て
往
生
す
、
い
か
に
い
は
む
や
悪
人
を
や
と
い
ふ
べ
し
と
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
き
」
曾
一の
三

一
）
。

こ
こ
で
は
、
往
生
の
正
機
が

「善
人
」
か
ら

ヨ
一
人
」
へ
と
移
行
す
る
必
然
性
の
基
底
が
、
弥
陀
の

「
本
願
」
（大
智
大
悲
の
実
践
）

に
す
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
覚
如
は
、右
の
よ
う
な

「道
理
」
も

「文
証
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
弥
陀
の

「
五
劫
思
惟
」

「
兆
載
永
劫
」
の
修
行
は
、
終
局
的
に
は

「
親
鸞

一
人
が
た
め
」
で
あ
る
と
い
う
、
実
存
論
的
把
握
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
辺
り
に
、

信
仰
者
と
し
て
の
親
鸞
の
実
存
が
あ
る
と

い
え
よ
う
。
「
私

一
人
が
た
め
」
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
あ
ら
ゆ
る

（万
人
）

人
の
た
め
の
救
済
道
で
あ
る
と

い
う
確
信
は
、
親
鸞
に
お
け
る
末
代
悪
世
を
生
き
る

「機
」
の
自
覚
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。

こ
れ
を
救
済

の
普
遍
性
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
覚
如
は
こ
の
普
遍
性
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
で
」
の
条
祖
師
聖
人
の
御
こ

と
に
か
ぎ
る
べ
か
ら
ず
。
末
世
の
わ
れ
ら
、
み
な
凡
夫
た
ら
ん
う
え
は
、
ま
た
も
て
往
生
お
な
じ
か
る
べ
し
と
し
る
べ
し
」
と
。

覚
如
が
、
文
中

「
し
か
る
に
願
力
あ
ひ
加
し
て
十
方
衆
生
の
た
め
に
大
饒
益
を
成
ず
。
こ
れ
に
よ
り
て
正
覚
を
と
な

へ
て
い
ま
に

十
劫
な
り
」
（傍
点
筆
者
）
と

い
う
と
き
、
「
道
理
」
「
文
証
」
を
離
れ
た

「
宗
教
実
存
的
姿
勢
」
を
か
い
ま
み
る
の
は
わ
れ
わ
れ

だ
け
で
は
あ
る
ま

い
。
「
十
劫
成
道
」
と

い
え
ば
、
た
だ
ち
に

「
十
劫
安
心
」
の
難
に
堕
す
る
と

い
っ
た
態
の
教
条
主
義
的
批
判

は
そ
れ
自
身
無
意
味
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
面
の
課
題
で
は
な
い
と
承
知
し
つ
つ
、
若
干
の
論
述
を
許
さ
れ
る
な
ら
、
こ
の

さ
い
簡
略
に
試
み
て
お
き
た
い
。

周
知
の
よ
う
に

『安
心
決
定
砂
』
に
は
つ
ぎ
の
記
述
が
あ
る
。

十
方
衆
生
願
行
成
就
し
て
往
生
せ
ば
、
わ
れ
も
仏
に
な
ら
ん
、
衆
生
往
生
せ
ず
は
、
わ
れ
正
覚
を
と
ら
じ
と
な
り
。
か
る
が

ゆ
え
に
仏
の
正
覚
は
わ
れ
ら
が
往
生
す
る
と
せ
ざ
る
と
に
よ
る
べ
き
な
り
…
。
十
方
衆
生
の
願
行
円
満
し
て
往
生
成
就
せ
し

親
鸞
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お
け
る
人
間
の
研
究

（二
）
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と
き
、
機
法

一
体
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
正
覚
を
成
じ
た
ま
ひ
し
な
り
。
か
る
が
ゆ
へ
に
仏
の
正
覚
の
ほ
か
は
凡
夫
の
往
生
は

な
き
な
り
。
十
方
衆
生
の
往
生
の
成
就
せ
し
と
き
、
仏
も
正
覚
を
な
る
ゆ
へ
に
、
仏
の
正
覚
な
り
し
と
わ
れ
ら
が
往
生
の
成

就
せ
し
と
は
同
時
な
り

（同
、
三
の
六

一
五
）

弥
陀
仏
は
正
覚
成
じ
た
ま

へ
る
が
い
ま
だ
成
じ
た
ま
は
ざ
る
か
を
は
う
た
が
ふ
と
も
、
わ
が
往
生
の
成
ず
る
か
成
ぜ
ざ
る
か

を
ば
う
た
が
ふ
べ
か
ら
ず
。　
一
衆
生
の
う

へ
に
も
往
生
せ
ぬ
こ
と
あ
ら
ば
、
ゆ
め
ゆ
め
仏
は
正
覚
な
り
た
ま
ふ
べ
か
ら
ず
。

こ
こ
を
こ
こ
ろ
う
る
を
第
十
人
の
願
を
お
も
ひ
わ
く
と
は
い
う
な
り

（同
、
三
の
六
二
〇
）

以
上
の
説
示
に
よ
れ
ば

「
本
願
成
就
」
が
十
劫
に
お
い
て
果
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然

「
設
我
得
仏
０
不
取
正
覚
」

と

い
う

「
往
生
正
覚
不
二

一
体
」
の
誓
願
に
お
い
て
は
、
衆
生
の

「往
生
」
も
決
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
古
来
、
「
十

劫
安
心
」
の
異
義
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
理
由
は
こ
こ
に
存
す
る
。
『安
心
決
定
妙
』
が
、
「
前
々
住
上
人
仰
せ
ら
れ
侯
。
『安

心
決
定
砂
』

の
こ
と
、
四
〇
余
年
が
間
御
覧
候

へ
ど
も
、
御
覧
じ
あ
か
ぬ
と
仰
せ
ら
れ
侯
。
又
金
を
ほ
り
出
す
様
な
る
聖
教
な
り

と
仰
せ
ら
れ
侯
」

「大
坂
殿
に
て
各

へ
対
せ
ら
れ
侯
。
此
間
申
し
し
こ
と
は

『安
心
決
定
砂
』
の
か
た
は
し
を
仰
せ
ら
れ
候
由
に

侯
然
ば
当
流
の
義
は

『安
心
決
定
砂
』

の
義

い
よ
い
よ
肝
要
な
り
と
仰
ら
れ
侯
と
云
々
」
公
一一の
五
九
五
）
と
蓮
如
に
よ

っ
て
注

意
さ
れ
た
著
述
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
伝
統
的
真
宗
教
団
に
あ

っ
て
は
第

一
義
的
な
著
述
と
は
な
り
え
な
か

っ
た
の
も
、
決

し
て
由
な
し
と
し
な
い
。
『安
心
決
定
抄
』

の
作
者
が
不
明
で
あ
り
、
そ
の
内
容
が
西
山
浄
土
系
の
色
彩
を
も
濃
厚
に
有
す
る
と

こ
ろ
か
ら
、
大
谷
派
系
統
の
学
者
は
西
山
派
内
の
著
作
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
他
方
、
本
願
寺
派
系
統
の
学
者
に
あ

っ
て
は
「覚
如
」

説
を
は
じ
め
、
真
宗
内
の
著
作
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
支
配
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
い
ま
は
諸
先
哲
の
研
究
に
負

う
ほ
か
は
な
い
。
い
づ
れ
に
し
て
も

『安
心
決
定
砂
』

の
指
摘
す
る

「往
生
正
覚
不
二

一
体
」
説
は
、
信
仰
と

い
う
現
実
、
宗
教

実
存
的
視
角
か
ら
は
注
目
す
べ
き
も
の
を
内
に
ふ
く
ん
で
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

す
で
に
本
願
成
就
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
の
往
生
は
決
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
疑
間
は
十
劫
安
心
の
異

安
心
と
な

っ
て
現
れ
た
。
し
か
し
実
存

の
立
場
か
ら
す
る
と
、
我
々
の
信
仰
の
現
実
こ
そ
、
本
願
成
就
の
時
で
は
な
い
か
。
我
々

の

一
人

一
人
の
単
独
者
が
、
そ
の
都
度
実
存
に
お
い
て
、
本
願
の
成
就
が
そ
こ
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か

Ｇ
理
想
』

一
九
七
三
年

一
〇
月
号
、
江
藤
太
郎
氏

「親
鸞
に
お
け
る
信
仰
の
二
面
」
五
三
頁
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
右
の
視
点
か
ら
氏
は
空
華
学
派
の
鮮
妙
が
主
張
す
る

「
数
々
成
仏
」
説
が

一
つ
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
ズ
五
兆
の
願
行
が
我
等
の
為
な
り
、　
一
衆
生
に

一
願
行
、　
一
衆
生
に

一
十
劫
成
道
、
無
量
の
衆
生
な
れ
ば
無

量
の
発
願
成
道
、
故
に
久
遠
の
本
際
も
猶
し
今
日
の
如
し
、
尽
未
来
際
も
亦
是
の
如
し
〉
。
鮮
妙
に
よ
れ
ば
法
蔵
菩
薩
の
願
行
は

一
人

一
人
の
単
独
者
の
た
め
に
行
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
願
行
成
就
は
又
こ
の
単
独
者
の

一
人

一
人
の
信
法
に
お
い

て
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
含

人

一
人
の
た
め
の
願
行
を
成
ず
る
も

の
に
し
て
、　
一
人

一
人
に
十
劫
の
結
縁
済
度
に
与
か
る
。

一
人
の
衆
生
に

一
五
劫
、　
一
兆
載
、　
一
正
覚
成
就
、　
一
光
号
摂
化
あ
り
て
以
て
往
生
の
大
事
を
成
就
す
る
こ
と
を
得

（
冒
不
要
論

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究

（
二
）
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題
決
択
編
』

（同
前
五
三
頁
）
。

「安
心
決
定
紗
』
に
か
か
わ
る

「
十
劫
正
覚
」
の
問
題
が
、
当
面
の
問
題
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
い
さ
さ
か
の

紙
幅
を
費
や
し
た
の
は
ほ
か
で
も
な
い
。
さ
き
に

一
言
し
た
通
り
、
「
十
劫
正
覚
」
と
い
え
ば

「
十
劫
安
心
」
の
異
解
と
規
定
し

て
事
足
れ
り
と
す
る
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
の
姿
勢
を
問
題
視
し
て
お
き
た
か

っ
た
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
は
、
自
己

一
人
の
救
済
と

い
う
、
信
仰
に
お
け
る
極
限
状
況
下
の

「
私
」
は
依
然
と
し
て
間
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
「
信
仰
」
と
は
、
い
か

な
る
場
に
お
い
て
も

「自
己
」
を
教
法
上
に
載
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

（教
法
）
に
自
己
を
載
せ
る

（機
）
こ
と
の
で
き
る
人
、

そ
の
人
を
信
仰
者
と
い
う
。
教
条
に
自
己
を
あ
わ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
い
と
な
み
は
、
信
仰
と

い
う
名
で
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
は
あ
る
ま

い
。

い
ま
、
当
面
の
課
題
と
し
て
担

っ
て
い
る

「
煩
悩
」
、
お
よ
び

「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
等
の
説
示
に
対
す
る

わ
れ
わ
れ
の
か
か
わ
り
方
も
、
全
く
同
様
で
あ
る
と

い
う
確
認
は
重
要
で
あ
る
。

〈存
覚
〉
２

一
一九
〇
～

一
三
七
三
）

存
覚
は
、
『教
行
信
証
』

の

「
能
発

一
念
喜
愛
心
、
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
（正
信
掲
）
の
文
を
釈
し
て
、

一
念
歓
喜
の
信
心
を
お
こ
せ
ば
、
煩
悩
を
断
ぜ
ざ
る
具
縛
の
几
夫
な
が
ら
す
な
わ
ち
涅
槃
の
分
を
う
、
凡
夫
も
聖
人
も
五
逆

も
謗
法
も
ひ
と
し
く
む
ま
る
、
た
と

へ
ば
も
ろ
も
ろ
の
み
づ
の
、
う
み
に
い
り
ぬ
れ
ば
、
ひ
と

つ
う
し
ほ
の
あ
ぢ
は
ひ
と
な

る
が
ご
と
く
、
善
悪
さ
ら
に
へ
だ
て
な
し
と

い
ふ
こ
こ
ろ
な
り
、
た
だ

一
念
の
信
心
さ
だ
ま
る
と
き
、
竪
に
貪
隕
疫
慢
の
煩

悩
を
斬
ぜ
ず
と

い
へ
ど
も
横
に
三
界
六
道
輪
廻
の
果
報
を
と
づ
る
義
あ
り
。
し
か
り
と
い

を
呆
縛
の
械
体
な
る
ほ
ど
は
、
摂
取
の
光
明
の
わ
が
身
を
て
ら
し
た
ま
ふ
を
も
し
ら
ず
、

し
ま
す
を
も
み
た
て
ま
つ
ら
ず

Ｑ
浄
土
真
要
紗
』

存
覚
に
お
け
る
こ
の
指
摘
は
、
具
縛
の
凡
人
も
信
心
を
発
せ
ば

「
涅
槃
の
分
」
を
得
る
と

い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
コ

念
の
信
心
」

が
定
ま
る
と
き
に
、
「貪
瞑
癌
慢
」
の
煩
悩
を
断
滅
す
る
こ
と
は
、
時
間
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
空
間
的
に
は

「
三

界
六
道
輪
廻
の
呆
報
」
を
と
づ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と

い
う
。
こ
こ
に
い
う

「
涅
槃
の
分
」
を
得
、
コ

一界
六
道
輸
廻
の
果
報

を
と
づ
る
」
、
等

の
意
味
内
容
が
い
か
な
る
も
の
か
、
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
明
確
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
存

覚
は
、
同
じ

『真
要
抄
」

で
本
願
成
就
文
の

「
即
得
往
生
」
義
を
め
ぐ

っ
て
施
す
釈
文
の
な
か
、

い
ま
い
ふ
と
こ
ろ
の
往
生
と
い
ふ
は
あ
な
が
ち
に
命
終
の
と
き
に
あ
ら
ず
、
無
始
以
来
輪
転
六
道
の
妄
業
、　
一
念
南
無
阿
弥

陀
仏
と
帰
命
す
る
仏
智
無
生
の
名
願
力
に
は
ろ
ぼ
さ
れ
て
、
涅
槃
畢
党
の
真
因
は
じ
め
て
き
ざ
す
と
こ
ろ
を
さ
す
な
り
。
す

な
は
ち
こ
れ
を

〈即
得
往
生
住
不
退
転
〉
と
と
き
あ
ら
は
さ
る
る
な
り

（同
前
、
三
の

一
二
人
　
傍
点
筆
者
）

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
言
と
、
「湿
槃
の
分
を
得
」
、
お
よ
び

「
呆
報
を
と
づ
る
」
等
の
文
と
対
置
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
も
必
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鸞
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へ
ど
も

い
ま
だ
凡
身
を
す
て
ず
な

化
仏
菩
薩
の
ま
な
こ
の
ま

へ
に
ま

本
、
三
の

一
二
三
　
傍
点
筆
者
）
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要
で
あ
る
が
、
今
は
の
ち
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
い
ご
に
、
存
覚
は
で
」
の

一
念
帰
命
の
信
心
は
凡
夫
自
力
の
迷
心
に
あ
ら
ず
、

如
来
清
浄
本
願
の
智
心
な
り
。
し
か
れ
ば
二
河
の
警
喩
の
な
か
に
も
、
中
間
の
白
道
を
も
て
、
一
処
に
は
如
来
の
願
力
に
た
と
え
、

一
処
に
は
行
者
の
信
心
に
た
と

へ
た
り
。
如
来
の
願
力
に
た
と
ふ
と

い
ふ
は
、
〈念
々
無
遣
乗
彼
願
力
之
道
〉
と

い
へ
る
こ
れ
な
り
。

こ
こ
ろ
は
、
貪
瞑
の
煩
悩
の
な
か
に
よ
く
清
浄
願
往
生
の
心
を
生
ず
と
な
り
。
さ
れ
ば
水
火
二
河
は
衆
生
の
貪
隕
な
り
、
こ
れ
不

清
浄
の
心
な
り
」

（同
、
三
の

一
二
九
）

と
、
人
間
存
在

の
あ
り
よ
う
を

「貪
瞑
煩
悩
」
に
み
て
、
「
不
清
浄
の
心
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
「
不
清
浄

の
心
」
に
よ

っ
て
発
起
す
る

「
信
心
」
が

「清
浄
」
で
あ
り
う
る
は
ず
は
な
い
。
「貪
瞑
煩
悩
」
の
極
格
に
生
き
、
「
不
清
浄
心
」

を
自
己
の

「
性
」
と
す
る

「
機
」
が
、
「
如
来
清
浄
本
願
の
智
心
」

（願
力
）
に
よ

っ
て

「能
生
清
浄
願
往
生
心
」
を
獲
得
す
る
。

こ
こ
に

「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
と

い
う
救
済
の
ロ
ジ

ッ
ク
が
あ
る
。

存
覚
に
お
け
る
こ
の

「
人
間
」
把
握
と
、
「
他
力
救
済
」
義
に
対
す
る
認
識
は
、
親
鸞
以
来
の
伝
統
を
卒
爾
に
う
け

つ
い
だ
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
更
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

〈蓮
如
〉
２

四

一
五
～

一
四
九
九
）

ま
づ

『正
信
掲
大
意
』
を
み
る
と
、
「
火
を
も
て
た
き
ぎ
を
や
く
に
、

を
も
て
煩
悩
の
た
き
ぎ
を
や
く
に
、
さ
ら
に
減
ぜ
ず
と

い
ふ
こ
と
な
し
」

つ
く
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
き
が
ご
と
く
、
光
明
の
智
火

（三
の
三
八
八
）

傍
点
筆
者
）
と
、
十
二
光
仏
の
徳
を

讃
ず
る
な
か
、
衆
生
の
煩
悩
の
薪
を
断
滅
す
る

「力
用
」
を
具
備
す
る
の
は
、
第
五
光

「
光
炎
王
仏
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
光

明
の
智
火
に
よ

っ
て
煩
悩
を
断
滅
し
、
ヨ

一塗
黒
闇
」
に
潜
む
衆
生
が
解
脱
を
う
る
。
蓮
如
は
こ
れ
を

「
ひ
か
り
の
益
」
と

い
っ

て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
煩
悩
を
有
す
る
自
己
が
煩
悩
に
拘
束
さ
れ
な
い

「
光
徳
」
が
積
極
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
歩
を
進

め
て
考
え
る
と
、
「
ひ
か
り
の
益
」
と
は
具
体
的
に
ど
う

い
う
も
の
な
の
か
。
曇
鸞

（四
七
六
～
五
四
二
）
に
よ
れ
ば

「
光
明
と

は
智
慧
の
相
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
の
通
軌
で
あ
る
。
こ
こ
に
立

つ
か
ぎ
り

「
光
益
」
と
は

「
智
慧
」
の
光
に
よ

っ
て
煩
悩
を

照
破
す
る
益
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
が
自
己
に
と

っ
て
い
か
な
る
も
の
を
も
た
ら
す
か
と

い
う
点
に
つ
い

て
は
、　
一
向
に
定
か
で
は
な
い
。

つ
ぎ
に
蓮
如
は
、
同
じ

『大
意
』

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

『不
断
煩
悩
得
涅
槃
』
と

い
ふ
は
、
願
力
の
不
思
議
な
る
が
ゆ
へ
に
、

は
つ
い
に
涅
槃
に
い
た
る
べ
き
分
に
さ
だ
ま
る
も
の
な
り

（三
の
三
九
〇
　
傍
点
筆
者
）

蓮
如
に
よ
れ
ば
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
こ
と
は
願
力
の
不
思
議
に
よ

っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
自
己
自
身
の
も
と

で
煩
悩
を
断
ず
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
仏
の
側

（仏
の
か
た
）
よ
り
は
そ
れ
が
可
能
と
な
る
。
そ
こ
に
願
力
の
不
思
議
が

あ
る
。
あ
え
て
真
宗
に
お
け
る
伝
統
的
宗
学

の
用
法
を
も

つ
て
す
れ
ば
、
機
に
約
せ
ば

「
不
断
」
、
法
に
約
し
て
い
え
は

「
断
」

と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
巧
み
な
会
通
を
み
る
こ
と
は
さ
し
て
困
難
で
は
な
い
。
こ
の
教
学
的
営
為
は
、
そ
れ
自
身
重
要
な

親
鸞
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教
法
に
対
す
る
い
と
な
み
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
を
容
れ
な
い
。
た
だ

一
つ
懸
念
さ
れ
る
の
は
、
煩
悩
の

「
断
」
「
不
断
」
に
対
し
て
、

ス
ト
レ
ー
ト
に

「
約
機
」
「
約
法
」
と

い
う
語
に
押
し
込
め
て
処
理
さ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」

と
い
う
信
仰
的
現
実
が
、
「
約
機
」
「
約
法
」
の
立
場
で
論
理
的
に
処
理
さ
れ
、
究
極
的
に
は

「
願
力
不
思
議
」
と
い
う
言
葉
の
う

え
だ
け
の
こ
と
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
は
信
仰
と
い
う
現
実
の
も

つ
動
的
性
格
は
疎
外
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は

一
種

の
教
条
主
義
で
あ
る
。
仏
教
で
い
う

「
不
可
思
議
」
と
は
、
親
鸞
が
、
「
い
つ
つ
の
不
思
議
を
と
く
な
か
に
、
仏
法
不
思
議
に
し

く
ぞ
な
き
、
仏
法
不
思
議
と

い
う
こ
と
は
、
弥
陀
の
弘
誓
に
な
づ
け
た
り
」
Ｑ
高
僧
和
讃
』
、
二
の
五
〇
五
　
傍
点
筆
者
）
と
指

摘
し
た
よ
う
に
、
「
弥
陀
の
弘
誓
」
、
つ
ま
り
自
己
の
内
面
牲
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ

っ
た
。

因
み
に
蓮
如
は

「
惑
染
几
夫
信
心
発
、
証
知
生
死
即
涅
槃
」
の
語
に
つ
い
て

『大
意
』
は
、
コ

念

の
信
お
こ
り
ぬ
れ
ば
、
い

か
な
る
惑
染
の
機
な
り
と

い
ふ
と
も
、
不
可
思
議
の
法
な
る
が
ゆ
へ
に
、
生
死
す
な
わ
ち
涅
槃
な
り
之
い
へ
る
こ
こ
ろ
な
り
」
Ｔ
一

の
三
九
五
）
と
。
「
生
死
即
涅
槃
」
は

「
不
可
思
議
」
の
法
な
る
が
故
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
不
可
思
議
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る

論
理
を
超
え
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
的
営
為
と
は
全
く
次
元
を
異
に
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
切
言
す
れ
ば
、

科
学
的
真
理
を
探
求
し
て
い
く
方
途
と
は
全
く
逆
の
方
向
性
を
持

つ
と

い
う

一
点
を
示
唆
す
る
も
の
が
、
こ
の

「
不
可
思
議
」

で
あ
る
。
親
鸞
は

「難
思
議
」
の
語
を
持

っ
て
示
し
て
い
る
箇
処
も
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
四
十
八
願
中
、
第
十
九
願
の
往
生
を

「
双

樹
林
下
往
生
」
、
第
二
十
願
を

「難
思
往
生
」
第
十
八
願
を

「難
思
義
往
生
」
と
、
「
難
思
議
」
の
語
を
も

つ
て
示
し
て
い
る
こ
と

は
、
こ
の
さ
い
注
意
し
て
お
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

仏
教
で
い
う

「
不
可
思
議
」
の
世
界
は
、
人
間
の
い
と
な
み
の
脆
弱
さ
を
示
し
、
そ
れ
を
超
え
で
る

ク真
実
″
の
世
界
を
開
示

し
た
も
の
で
あ
る
と
も

い
え
よ
う
。
こ
の
意
味
で
、
「
不
可
思
議
」
と
は

「
超
合
理
」

「非
合
理
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
世
界
を
示

し
て
い
る
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
つ
ぎ
に
蓮
如
は
親
鸞
の

「
光
明
名
号
顕
因
縁
」
の
語
を
釈
し
て

「
か
の
願

（第

一
二
願
―
筆
者
註
）
す
で
に
成
就
し
て
、

あ
ま
ね
く
無
碍
の
ひ
か
り
を
も
て
十
方
微
塵
世
界
を
て
ら
し
た
ま
ひ
て
、
衆
生
の
煩
悩
悪
業
を
長
時
に
て
ら
し
ま
し
ま
す
。
さ
れ

ば
こ
の
ひ
か
り
の
縁
に
あ
ふ
衆
生
、
や
う
や
く
無
明
の
昏
闇
う
す
く
な
り
て
宿
善
の
た
ね
き
ざ
す
と
き
、
ま
さ
し
く
報
土
に
む
ま

る
べ
き
第

一
八
の
念
仏
往
生
の
願
因
の
名
号
を
き
く
な
り
」
曾
一の
三
九
七
　
傍
点
筆
者
）
と

い
う
。
蓮
如
に
よ
れ
ば
、
無
碍
の

光
明
を
も

つ
て
、
衆
生
の
煩
悩
悪
業
を
て
ら
し
、
そ
の
光
明
に
遇
う
衆
生
は

「無
明
の
昏
闇
」
が

「う
す
く
」
な
り

「宿
善
」
の

た
ね
き
ざ
し
、
そ
こ
で
は
じ
め
て

「
願
因
」
の
名
号
を
き
く
の
で
あ
る
と
。
こ
こ
で
で
つ
、
「宿
善
の
た
ね
き
ざ
し
」
「無
明
の
昏

闇
う
す
く
」
な
る
と
は
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
の
と
き
に

「
願
因
の
名
号
」
を
き
く
と
い
う
。

さ
き
の
言
葉
、
「
願
力
の
不
思
議
な
る
が
ゆ

へ
に
、
わ
が
身
に
は
煩
悩
を
断
ぜ
ざ
れ
ど
も
、
仏
の
か
た
よ
り
は
つ
い
に
涅
槃
に
い

た
る
べ
き
分
に
さ
だ
ま
る
」
と
、
い
ま
の

「無
明
の
昏
闇
」
う
す
く
な
る
。
と
は
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
前
者
の
文

（煩
悩
を
断
ぜ
ざ
れ
ど
も
…
）
を
正
定
衆
位
の
人
で
あ
り
、
そ
の
念
仏
者
を

「
約
機
」
の
面
か
ら
い
つ
た
も

の
で
あ
る
と
解
釈
し
、
後
者
の
文

（無
明
の
昏
闇
う
す
く
…
）
は
、
「う
す
く
な
る
」
と

い
う
こ
と
は

「
機
」
の
面
か
ら
は
い
え

な
い
と
い
う
前
提
に
た
て
ば
、
ま
さ
し
く
宿
善
開
発
の

「時
」
の
念
仏
者
を

「約
法
」
の
側
か
ら
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
も

い
え

レ｛
うヽノ。

周
知
の
よ
う
に
、
真
宗
に
お
け
る
伝
統
的
解
釈
で
は
、
煩
悩
の
断

・
不
断
は
、
前
者
は

「
約
法
」
、
後
者
は

「
約
機
」
に
即
し

て
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う

「無
明
の
昏
闇
う
す
く
な
る
」
と
は

「煩
悩
」
が
断
滅
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
「法
の
側
」

か
ら
み
れ
ば
宿
善
開
発
の
時
点
で
煩
悩
が
う
す
く
な
る
と

い
う
程
度

の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
る
な
ら
、
「
約
法
」
と
い

親
鸞
に
お
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る
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間
の
研
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）
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う
同

一
の
側
か
ら
み
た

「
人
間
＝
念
仏
者
」
の
把
え
方
に
差
異
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、　
一
つ
の
矛
盾
に
陥
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。
阿
弥
陀
仏
の
「
本
願
」
と
は
、
い
か
な
る
人
間
、
念
仏
者
も
未
念
仏
者
も
如
来

（約
法
）
の
側
か
ら
す
れ
ば

「
無
碍
の
光
明
」
（智

慧
↑
↓
慈
悲
）
を
も

っ
て
救
済
せ
ん
と
誓
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
被
救
済
の
対
象
を
無
限
定
的
に
把
え
た

（十
方
衆
生
）
と
こ
ろ

に
阿
弥
陀
仏
の

「
本
願
」
（宿
願
）
の
特
異
性
が
存
し
た
も

の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
約
法
」
の
立
場
で
把
え
ら
れ
た
人

間
の
実
相
に
相
違
が
あ
る
と
し
た
な
ら
わ
れ
わ
れ
の
疑
間
は
拡
大
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
疑
問
も
、
さ
き
に
記
し
た
よ
う
な
わ
れ

わ
れ
自
身
の
前
提
に
立
脚
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
も
断

つ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
光
明
の
縁
に
あ
ひ
た
て
ま

つ
ら
ず
は
、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
の
無
始
よ
り
こ
の
か
た
の
無
明
業
障
の
お
そ
ろ
し
き
病
の

な
ほ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
さ
ら
に
も
て
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り

（三
の
四
四
四
）

無
始
暖
よ
り
こ
の
か
た
の
お
そ
ろ
し
き

つ
み
と
が
の
身
な
れ
ど
も
、
弥
陀
如
来
の
光
明
の
縁
に
あ
ふ
に
よ
り
て
、
こ
と
ご
と

く
無
明
業
障
の
ふ
か
き

つ
み
と
が
た
ち
ま
ち
に
消
滅
す
る
に
よ
り
て
、
す
で
に
正
定
衆
の
か
ず
に
住
す
。
か
る
が
ゆ

へ
に
、

凡
身
を
す
て
て
仏
身
を
証
す
る
と
い
へ
る
こ
こ
ろ
を
、
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
如
来
と
申
な
り

（三
の
四
四
人
　
傍
点
筆
者
）

「
光
明
の
縁
」
に
あ
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
無
明
業
障
」
の
病
が
治
癒
し
、
ま
た

「
た
ち
ま
ち
に
消
滅
す
る
」
の
は
、
や
は
り

「
約

法
」
の
側
か
ら
の

「法
徳
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
の

「
ふ
る
き
つ
み
と
が
た
ち
ま
ち
に

消
滅
す
る
に
よ
り
て
、
す
で
に
正
定
来
の
か
ず
に
住
す
」
（傍
点
筆
者
）
の
語
は
、
わ
れ
わ
れ
に
疑
間
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。

「
つ
み
と
が
た
ち
ま
ち
に
消
滅
す
る
」
か
ら

「
正
定
衆
」
に
住
す
、
と
い
う
こ
と
と
、
「
凡
身
を
す
て
て
仏
身
を
証
す
る
」
と
い
う

文
章
を
対
置
し
た
場
合
、
疑
間
は
ま
す
ま
す
拡
大
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
深
く
立
ち
入
る
事
は
で
き
な
い
。
「
光
明
の
縁
」

に
あ
う
と
き

「業
障
の
つ
み
」
が
消
滅
す
る
こ
と
を
示
す
箇
所
は
他
に
多
く
散
見
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
蓮
如
は

「摂
取
の
光
益
」

「
不
捨
の
誓
益
」
曾
一の
四
五
六
）
と
よ
ん
で
い
る
よ
う
に
、
蓮
如
に
と

っ
て
は
、
「無
明
業
障
」
が
消
滅
す
る
の
は
ひ
と
え
に

「光

明
」
の
用
き
に
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
と

い
え
よ
う

（三
の
四
五
〇
）
。

「
わ。
れ。
―ま。
あ。
さ。
ま。
し。
き。
悪．
業。
煩。
性
の。
身。
な
れ
ど
も
、
か
か
る
い
た
づ
ら
も
の
を
本
と
た
す
け
た
ま

へ
る
弥
陀
本
願
力
の
強
縁
な

り
と
不
可
思
議
に
お
も
ひ
た
て
ま

つ
り
て
、　
一
念
も
疑
心
な
く
、
お
も
う
こ
ろ
だ
に
も
堅
固
な
れ
ば
、
か
な
ら
ず
や
弥
陀
は
無
碍

の。
光。
明．
を。
―ょ。
な。
ち．
て。
そ．
の。
身．
を．
摂。
取。
し。
た。
ま。
ふ。
な。
り。
」
曾
一の
四
六
八
）
傍
点
筆
者
）
。
こ
こ
に
も

「
悪
業
煩
悩
」
の
身
を

「摂
取
」

す
る

「光
明
」
が
説
示
さ
れ
て
い
る
。　
一
般
に
、
「
信
心
獲
得
章
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
条
下
で
蓮
如
は
、

さ
れ
ば
無
始
已
来

つ
く
り
と

つ
く
る
悪
業
煩
悩
を
、

ゆ
へ
に
、
正
定
衆
不
退
の
く
ら
い
に
住
す
と
な
り
。

ろ
な
り
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の
こ
る
と
こ
ろ
も
な
く
願
力
不
思
議
を
も
て
消
滅
す
る
い
は
れ
あ
る
が

こ
れ
に
よ
り
て
煩．
性
を．
断。
ぜ．
ず。
し。
て。
澄
特
を。
う。
と
い
え
る
は
こ
の
こ
こ

（三
の
五
〇
二
　
傍
点
筆
者
）
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こ
こ
に

「
願
力
」
「
不
思
議
」
を
も

っ
て

「消
滅
す
る
」
「
い
は
れ
」
（傍
点
筆
者
）
が
あ
る
と
い
う
。
「
い
は
れ
」
が
い
か
な
る

意
味
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
先
哲
の
間
で
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
次
項
で
触
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
簡
略
な
が
ら
蓮
如
の

『御

一
代
聞
書
』
に
お
け
る

「
煩
悩
」
に
か
か
わ
る
説
示
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
『聞
書
』

は
蓮
如
の
第
十
六
子
蓮
悟
の
作
と

い
わ
れ
、
ま
た
二
十
三
子
実
悟
の
作
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
蓮
如
の
言
行
を
聞
書
と

し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
聞
書
独
特
の
味
感
が
行
間
、
紙
背
に
溢
れ
て
い
る
。

総
じ
て
つ
み
は
い
か
ほ
ど
あ
る
と
も
、
一
念
の
信
力
に
て
け
し
う
し
な
ひ
給
う
な
り
。
さ
れ
ば
無
始
己
来
輸
転
六
道
の
妄
業
、

一
念
南
無
阿
弥
陀
仏
と
帰
命
す
る
仏
智
無
生
の
妙
願
力
に
ほ
ろ
ば
さ
れ
て
、
涅
槃
畢
党
の
真
因
は
じ
め
て
き
ざ
す
と
こ
ろ
を

さ
す
な
り

（三
の
五
一一≡
一　
傍
点
筆
者
）

と
、
『真
要
砂
』
を
引

い
て
「
つ
み
」
が
「
妙
願
力
」
に
滅
ぼ
さ
れ
る
こ
と
を
あ
か
し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
蓮
如
は
順
誓

の
問

い
を
う
け
て
、

「
滅
罪
」
に
つ
い
て
詳
細
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
従
来
宗
学
者
に
よ

っ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

順
誓
も
う
し
あ
げ
候
。　
一
念
発
起

の
と
こ
ろ
に
て
、
罪
み
な
消
滅
し
て
正
定
衆
不
退
の
く
ら
い
に
さ
だ
ま
る
と
、
『御
文
』

に
あ
そ
ば
さ
れ
た
り
。
し
か
る
に
つ
み
は
い
の
ち
の
あ
る
あ
ひ
だ
、

つ
み
も
あ
る
べ
し
と
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ふ
。

『御
文
』
と
別
に
き
こ
え
ま
う
し
さ
ふ
ら
ふ
や
と
ま
う
し
あ
げ
候
と
き
、
仰
に
、
一
念
の
と
こ
ろ
に
て
罪
皆
き
え
て
と
あ
る
は
、

一
念
の
信
力
に
て
往
生
さ
だ
ま
る
と
き
は
、
罪
は
さ
は
り
と
も
な
ら
ず
、
去
れ
ば
無
分
な
り
、
命
の
娑
婆
に
あ
ら
ん
か
ざ
り

は
、
罪
は
つ
き
ざ
る
な
り

（三
の
五
四

一　

傍
点
筆
者
）

と
。

つ
ま
り
、
『御
文
章
』
に
散
見
す
る
よ
う
に
、　
一
念
発
起
の
と
こ
ろ
罪
み
な
消
滅
し
て
正
定
衆
不
退
の
位
に
さ
だ
ま
る
、
と

あ
る
の
に
、
他
方
、
「
い
の
ち
の
あ
る
あ

い
だ

つ
み
も
あ
る
」
と
は
矛
盾
で
は
な
い
の
か
、
と

い
う
順
誓
の
卒
直
な
問
い
で
あ

つ

た
。
蓮
如
は
い
か
な
る
対
応
を
試
み
た
か
。　
一
念
の
と
こ
ろ
に
罪
が
み
な
き
え
る
、
と
あ
る
の
は
、
一
念
の
信
の
力
に
よ

っ
て

「往

生
」
が
決
定
す
る
と
き
、
す
で
に
自
已
の
罪
は
往
生
の
障
碍
と
も
な
ら
ず
、
そ
の
面
に
即
し
て
い
え
ば
罪
が
な
い
の
と
同
様
で
あ

る
。
し
か
し
、　
一
方
で
は
わ
れ
わ
れ
の

「
命
」
を
婆
婆
に
保

つ
か
ぎ
り
、
つ
み
は
依
然
と
し
て
残
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
蓮

如
は
か
さ
ね
て
い
う
。

「
つ
み
」
の
有
無
を
論
ず
る
こ
と
よ
り
も
、
「
信
心
」
を
と

つ
た
か
取
ら
な
い
か
の
沙
汰
を
積
極
的
に
な
す
べ
き
で
あ
る
と
。
順

誓
に
と

つ
て
は
、
「
滅
罪
」
の
可
能
不
可
能
は
最
大
の
関
心
事
で
あ

つ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は

（滅
罪
の
可
不
可
）
が
救
済
の

成
立
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ

つ
た
。

蓮
如
は
さ
ら
に
つ
づ
け
て
い
う
。
罪
が
消
滅
し
て
助
か
る
の
か
、
罪
が
消
滅
せ
ず
し
て
御
た
す
け
に
あ
づ
か
る
の
か
は
、
ひ
と

え
に

「弥
陀
の
は
か
ら
い
」
で
あ

つ
て
、
凡
夫
が
あ
れ
こ
れ
詮
索
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
と

つ
て
の
最
重
要

な
こ
と
は
、
「
罪
」
を
離
れ
え
な
い
自
己
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
よ

っ
て
摂
取
さ
れ
て
い
く
と

い
う
事
実
を

「
信
」
ず
る
こ
と
な
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の
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
は
滅
罪
の
可
不
可
は
、
わ
れ
わ
れ
の
側
に
あ

っ
て
は
ま

っ
た
く
問
題
と
は
な
ら
な
い
旨
を
断
固
と
し
て
示

し
て
い
る
。
順
誓
は
、
凡
夫
で
あ
る
が
ゆ
え
に
持

っ
た

「
滅
罪
」
の
問
題
で
あ

っ
た
。
「
た
だ
信
心
の
み
肝
要
な
り
」
と

い
わ
れ

て
も
、
い
や
い
わ
れ
る
よ
り
ま
え
に
自
己
で
承
知
し
て
い
て
も

「
滅
罪
」
の
あ
り
よ
う
が
気
に
か
か
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
い
つ

わ
り
の
な
い

「
機
」
の
実
相
が
あ
る
と

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を

「
我
と
し
て
は
か
ら
う
べ

か
ら
ず
」
と
き
め
つ
け
て
し
ま

っ
た
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
に
は
み
ら
れ
な
か

っ
た
、
蓮
如
の
自
信
、
宗
教
家
蓮
如
の
資
質
の
ほ
ど
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

人
の
身
に
は
眼
耳
鼻
舌
身
意
の
六
賊
あ
り
て
善
心
を
う
ば
ふ
。
こ
れ
は
諸
行
の
こ
と
な
り
。
念
仏
は
し
か
ら
ず
。
仏
智
の
心

を
う
る
ゆ
へ
に
、
貪
眼
癌
の
煩
悩
を
ば
、
仏
の
方
よ
り
刹
那
に
け
し
た
ま
ふ
な
り

（三
の
五
六
五
）

「貪
瞑
癌
」
の
煩
悩
を
、
「
仏
の
方
よ
り
刹
那
に
け
し
た
ま
ふ
」
と
言
下
の
う
ち
に
い
い
き

っ
て
し
ま
う
蓮
如
の
姿
勢
を
支
え
て

い
た
も
の
は
な
に
か
。
本
願
力
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と

い
う
自
信
か
、
そ
れ
と
も
別
の
意
味
で
の
自
信
で
あ

っ
た
の
か
は
誰
も
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

以
上
、
粗
雑
な
が
ら
蓮
如
に
お
け
る

「煩
悩
」
及
び
そ
れ
に
直
接
か
か
わ
る
語
例
を
摘
出
し
て
み
た
。　
二
一一口
で
い
え
ば
人
間
存

在
を

「煩
悩
成
就
的
自
己
」
と
み
る
点
に
お
い
て
は
親
鸞
と
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。
が
、
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」

の
領
解
に
関
し
て
は
、
蓮
如
特
有
の
巧
妙
さ
で
深
意
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
も

っ
と
も
明
確
な
も
の
は
、
さ
き
に
も

あ
げ
た

「
願
力
の
不
思
議
な
る
が
ゆ
へ
に
、
わ
が
身
に
は
煩
悩
を
断
ぜ
ざ
れ
ど
も
、
仏
の
か
た
よ
り
は
つ
い
に
涅
槃
に
い
た
る
べ

き
分
に
さ
だ
ま
る
」
含
一一の
三
九
〇
　
傍
点
筆
者
）
の
例
で
あ
り
、
か
つ
、
ヨ
心業
煩
悩
を
の
こ
る
と
こ
ろ
も
な
く
願
力
不
思
議
を

も

っ
て
消
滅
す
る
い
は
れ
あ
る
が
ゆ
へ
に
」
曾
一の
五
〇
二
　
傍
点
筆
者
）
と
の
文
例
な
ど
が
自
眉
で
あ
ろ
う
。

「湿
槃
に
い
た
る
べ
き
分
」
「
消
滅
す
る
い
は
れ
」
等
の
語
な
ど
は
意
味
深
長
な
語
で
あ
り
、
蓮
如
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ

る
と
い
え
よ
う
。

以
下
、
「
不
断
煩
悩
」
義
を
中
心
と
し
て
、
真
宗
教
学
を
担

っ
て
き
た
と
い
わ
れ
る
幾
人
か
に
つ
い
て
、
そ
の
所
説
を
紹
介
し
、

ま
た
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
の
な
か
で
蓮
如
の
そ
れ

（煩
悩
義
）
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（次
下
次
号
）
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