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「
聖
典
に
親
し
む
会
」
資
料      

大
阪
・
沖
縄
班  

｟
木
本
ま
ゆ
み
・
佐
々
木
常
和
・
杉
田
久
美
子
・
金
桝
順
子
｠ 

『
浄
土
論
註
』｟『
真
宗
聖
教
全
書 

一 

三
経
七
祖
部
』
二
九
五
ｐ
～
二
九
七
ｐ
｠ 

範
囲
「
大
乗
善
根
界…

経
論
則
会
」 

   

 

「
聖
典
に
親
し
む
会
」資
料 

 

テ
キ
ス
ト
『解
読
浄
土
論
註
』改
訂
版
｟箕
輪
秀
邦
編
｠・担
当
箇
所
ｐ
七
四
｟木
本
ま
ゆ
み
｠  

『
浄
土
論
』 

 

「
大
乗
善
根
界
」  

(
読
み
下
し
)
大
乗
善
根
の
界 

『
論
註
』 

 

「
此
四
句
名
荘
厳
大
義
門
功
徳
成
就 

門
者
通
大
義
之
門
也
大
義
者
大
乗
所
以
也 

如
人
造
城
得
門
則
入
得
生
安
楽
者
是
則
成
就
大
乗
之
門
也
」   

 
   (

読
み
下
し) 

此
の
四
句
は
荘
厳
大
衆
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。 

門
と
は
大
義
の
門
に
通
ず
る
な
り
。
大
義
と
は
大
乗
の
所
以
な
り
。 

人
城
を
造
っ
て
門
を
得
れ
ば
則
ち
入
る
が
如
し
。 

若
し
人
安
楽
に
生
ず
る
を
得
れ
ば
、
是
れ
即
ち
大
乗
之
門
を
成
就
す
る
な
り
。 

〔
解
読
〕 

こ
の
四
句
は
荘
厳
大
義
門
功
徳
成
就
と
名
づ
け
る
。 

門
と
は
大
義
の
門
に
通
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
義
と
は
大
乗
の
所
以
の
こ
と
で
あ
る
。 

た
と
え
ば
人
が
城
を
造
っ
た
場
合
、
門
が
完
成
す
れ
ば
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、 

も
し
人
が
安
楽
国
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
大
乗
の
門
が
完
成
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

問
い 

・
な
ぜ
「
門
」
が
出
る
の
か 

 

・
門
と
は
何
か 

 

・
門
は
ど
こ
に
あ
る
の
か 

・
門
は
い
つ
開
く
の
か 

・
だ
れ
が
門
を
通
る
の
か 

 

・「
若
し
人
」
と
い
う
「
人
」
は
だ
れ
か 
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・
門
に
入
る
の
で
は
な
く
、「
安
楽
に
生
ず
」
れ
ば
「
門
を
成
就
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か 

・「
修
五
念
門
」
と
い
う
門
と
、
こ
の
門
と
は
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
か 

考
察 

・
な
ぜ
「
門
」
が
出
る
の
か 

 

大
乗
善
根
「
界
」→

世
界
を
わ
け
る 

 

閉
じ
る‐

分
け
る
界  

／  

開
く‐

そ
こ
へ
通
ず
る
道 

向
か
わ
せ
る
手
立
て
と
し
て
の
門 

・
門
と
は
な
に
か 

 

門
は
、
そ
の
世
界
に
入
る
た
め
に
、
想
定
さ
れ
る
目
印
、
標
識 

 

門
の
前
で
問
わ
れ
る 

 

連
想
A
：
入
国
審
査  

 

門
は
、
何
を
入
れ
て
、
何
を
入
れ
な
い
の
か
を
示
す
場
所 

 

門
が
明
確
に
な
る
と
き
、
向
か
う
道
が
成
り
立
ち
、
歩
み
の
方
向
と
意
義
が
う
ま
れ
る 

 

連
想
B
：「
同
心
一
体
」(
住
岡
夜
晃
先
生
) 

 

自
力
の
行
者
の
否
定
、
自
身
の
問
題
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
る 

 

連
想
A
は
、
親
鸞
聖
人
の
見
方
で
は
仮
門
と
な
る 

 

門
は
、
入
っ
て
、
し
か
も
出
る
と
こ
ろ 

 

浄
土
に
入
る  

生
死
を
離
れ
る 

／ 

浄
土
を
出
る 

生
死
の
世
界
に
入
る 

 

自
利
利
他
成
就
の
示
唆 

・
門
は
ど
こ
に
あ
る
の
か 

門
は
常
に
内
か
ら
開
か
れ
、
開
く
か
閉
じ
る
か
は
そ
の
世
界
が
決
定
す
る 

「
大
義
と
は
大
乗
の
所
以
」 

十
方
の
迷
い
の
者
に
向
け
て
開
か
れ
る 

浄
土
は
西
岸
に
あ
る
が
、
浄
土
の
門
は
東
岸
に
あ
る
(
曽
我
先
生
) 

手
渡
す 

相
手
の
根
機
、
問
題
意
識
を
と
お
し
て
自
ら
を
表
現
(
宮
城
先
生
) 

八
万
四
千
の
法
門 ―

 

仮
門 

・
だ
れ
が
門
を
通
る
の
か 

 

「
若
し
人
」
と
提
起 

・「
若
し
人
」
と
い
う
「
人
」
は
だ
れ
か 

「
若
し
人
」
=
安
楽
世
界
の
外
に
い
る
人
、
群
萌 

大
乗
の
精
神
は
、
外
な
る
者
を
発
見
し
続
け 

外
な
る
人
が
自
身
の
問
題
と
な
り
、
そ
れ
を
引
き
受
け
て
き
た
、
転
法
輪
の
歴
史 

・
門
に
入
る
の
で
は
な
く
、「
安
楽
に
生
ず
」
れ
ば
「
門
を
成
就
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か 
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安
楽…

菩
薩
の
慈
悲
・
正
観
の
由
生
、
如
来
の
神
力
本
願
の
所
建
。 

業
繋
の
長
き
維
(
つ
な
)
こ
れ
よ
り
永
く
断
つ
。(
清
浄
功
徳
) 

国
土
荘
厳
お
わ
り
の
３
種
「
無
諸
難
」→

「
大
義
門
」→

「
所
求
満
足
」
=
信
心→

唯
除→

自
利
利
他 

『
教
行
信
証
』
で
は
信
巻
か
ら
証
巻
へ
の
展
開
に
あ
た
る
か 

「
難
治
の
三
病
」
に
お
け
る
『
般
舟
讃
』
か
ら
の
引
用 

 

「
月
愛
三
昧
、
よ
く
衆
生
を
し
て
善
心
開
敷
せ
し
む
」 

門
が
成
就
す
る
と
は
、
我
執
が
破
ら
れ
る
こ
と
か 

・「
五
念
門
を
修
す
る
」
と
い
う
門
と
、
こ
の
門
と
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か 

 

「
善
男
子
・
善
女
人
、
五
念
門
を
修
し
て
行
成
就
し
ぬ
れ
ば
、…

見
た
て
ま
つ
る
こ
と
を
得
」(
解
義
分
) 

「
こ
の
間
の
仮
名
人
の
な
か
に
お
い
て
五
念
門
を
修
す
る
に…

」(
総
説
分
) 

「
い
か
ん
が
依
る
と
は
、
五
念
門
を
修
し
て
相
応
す
る
が
ゆ
え
な
り
」(
成
上
起
下
) 

「
善
男
子
・
善
女
人
、
五
念
門
を
修
し
て
行
成
就
し
ぬ
れ
ば
、…

」(
起
観
生
信
章
) 

「
菩
薩
は
か
く
の
ご
と
く
五
念
門
の
行
を
修
し
て
自
利
利
他
す
」(
利
行
満
足
章
) 

 ‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

 

 

「
聖
典
に
親
し
む
会
」資
料 

 
 
 

浄
土
論
註
、
大
義
門
功
徳 

 
 
 

２
０
２
４
.
５
月 
佐
々
木
常
和 

 

﹁
大
乗
善
根
の
界
︑
等
し
く
て
譏
嫌
の
名
無
し
︑
女
人
及
び
根
欠
︑
二
乗
の
種
は
生
ぜ
ず
﹂ 

︻
読
み
下
し
︼ 

仏
本
な
ん
が
ゆ
ゑ
ぞ
こ
の
願
を
興
し
た
ま
へ
る
︒
あ
る
国
土
を
見
そ
な
は
す
に
︑
仏
如
来
・
賢け

ん

聖じ
ょ
う

等
の
衆
ま
し
ま
す

と
い
へ
ど
も
︑
国
︑
濁じ

ょ
く

せ
る
に
よ
る
が
ゆ
ゑ
に
︑
一
を
分
ち
て
三
と
説
く
︒
あ
る
い
は
眉
を
拓ひ

ら

く
を
も
つ
て
誚あ

ざ
け

り
を

致
し
︑
あ
る
い
は
指
語

し

ご

に
よ
り
て
譏そ

し

り
を
招
く
︒
こ
の
ゆ
ゑ
に
願
じ
て
の
た
ま
は
く
︑﹁
わ
が
国
土
を
し
て
み
な
こ
れ

大
乗
一
味
︑
平
等
一
味
な
ら
し
め
ん
︒
根
敗

こ
ん
ぱ
い

の
種
子
畢
竟
じ
て
生
ぜ
じ
︑
女
人
・
残
欠
の
名
字
ま
た
断
た
ん
﹂
と
︒
こ
の

ゆ
ゑ
に
﹁
大
乗
善
根
界 

等
無
譏
嫌
名 

女
人
及
根
欠 

二
乗
種
不
生
﹂
と
い
へ
り
︒ 

︻
解
読
︼ 
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仏
は
も
と
︑
ど
う
し
て
こ
の
願
い
を
興
さ
れ
た
か
と
い
う
と
︑
あ
る
国
土
を
み
ら
れ
る
に
︑
仏
如
来
・
賢
者
・
聖
者
な

ど
の
衆
が
お
ら
れ
て
も
︑
国
が
濁
っ
て
い
る
か
ら
一
乗
を
三
乗
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
女
人
が
色
目
を
つ
か
う
こ

と
に
よ
っ
て
︑
悪
く
い
わ
れ
る
よ
う
な
事
態
が
お
こ
っ
た
り
︑
口
の
不
自
由
な
人
が
指
語
す
る
の
を
み
て
︑
そ
れ
を
そ
し

っ
た
り
し
て
い
る
︒ 

だ
か
ら
願
っ
て
︑
我
が
国
土
は
こ
と
ご
と
く
大
乗
一
味
︑
平
等
一
味
で
あ
ら
し
め
た
い
︑
ま
た
芽
を
出
す
力
の
な
い
種

子
︵
二
乗
︶
は
一
粒
だ
に
も
生
ぜ
し
め
ず
︑
女
人
と
か
感
官

か
ん
か
ん

の
機
能
が
そ
こ
な
わ
れ
て
い
る
者
と
か
と
い
う
名
字(

よ
び

な)

︵
に
よ
る
差
別
︶
も
絶
や
し
て
し
ま
お
う
︑
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒ 

だ
か
ら
﹁
大
乗
善
根
の
界
︑
等
し
く
て
譏
嫌
の
名
無
し
︑
女
人
及
び
根
欠
︑
二
乗
の
種
は
生
ぜ
ず
﹂
と
い
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒  

 

宮
城
顕
師
に
よ
っ
て
︑
女
人
︑
根
欠
︑
二
乗
の
大
体
の
内
容
を
捉
え
て
お
い
て
︑
考
究
を
進
め
た
い
︒ 

女
人
・
・
・
女
人
性
で
あ
っ
て
︑
女
の
こ
と
で
は
な
い
︒
相
手
に
媚
び
へ
つ
ら
う
︒
歩
み
に
於
け
る
弱
さ
︑
常
に
中

途
な
る
も
の
︒
自
己
幻
想
に
浸
り
︑
自
分
に
夢
見
る
こ
と
の
出
来
る
存
在
︒
自
ら
の
夢
に
酔
う
︑
求
め
て
い
る
と
い
う

自
分
に
夢
見
て
︒
問
い
続
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
弱
さ
︑
不
徹
底
さ
︒ 

根
欠
・
・
・
問
う
心
︑
苦
悩
す
る
心
が
欠
如
し
て
い
る
︒
苦
悩
が
真
の
生
命
に
目
覚
め
る
手
が
か
り
で
あ
り
︑
縁
で

あ
る
が
︑
そ
う
い
う
一
切
の
縁
を
失
っ
て
気
晴
ら
し
に
流
れ
去
る
︒
救
い
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
存
在
は
本
当
に
苦
悩
し

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑苦
悩
に
徹
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
存
在
で
あ
る
︒問
う
心
を
持
た
ず
︑悩
む
こ
と
が
な
く
︑

ケ
ロ
ッ
と
し
て
い
る
︒
他
の
人
と
つ
な
が
る
こ
と
が
な
い
か
ら
︑
つ
ま
り
は
︑
相
手
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒

故
に
相
手
の
業
と
い
う
も
の
に
頭
が
さ
が
ら
な
い
︒
断
絶
の
自
覚
︑
存
在
の
重
さ
を
実
感
で
き
な
い
︒
問
題
の
重
さ
︑

存
在
の
重
さ
に
対
す
る
感
覚
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 

二
乗
・
・
・︵
声
聞
︑
縁
覚
︶ 

絶
対
者
の
こ
と
ば
に
す
が
っ
て
生
き
る
︒
人
間
の
事
実
か
ら
佛
法
を
問
い
返
す
こ
と

な
く
自
己
の
救
い
に
浸
り
︑
閉
鎖
性
に
閉
じ
こ
も
る
︒
菩
提
心
か
ら
退
没
し
た
あ
り
方
で
あ
る
︒
二
乗
を
代
表
し
て
声

聞
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒ 
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五
種
の
声
聞 

 

①
決
定
声
聞
︵
小
乗
の
悟
り
を
得
る
も
の
︶ 

②
上
慢
声
聞
︵
未
だ
証
ら
ざ
る
に
得
証
せ
り
と
想

う
も
の
︶
③
退
大
の
声
聞
︵
退
転
者
︶
④
応
化
の
声
聞
︵
声
聞
根
性
に
応
え
る
た
め
に
声
聞
の
姿
を
と
る
︶
⑤
大
乗
の

声
聞
︒ 

声
聞
性
を
表
す
の
は
②
の
上
慢
の
声
聞
︑﹁
未
証
想
得
証
︑﹂
③
退
大
の
声
聞
︑︵
退
没
者
︒
菩
提
心
に
お
い
て
退
没
し

た
あ
り
方
︶
で
あ
る
︒ 

 

事
実
を
事
実
と
し
て
引
き
受
け
ら
れ
な
い
弱
さ
︑
問
題
を
感
じ
る
感
覚
が
欠
如
し
て
い
る
根
欠
︑
他
の
存
在
に
は
関

心
が
向
か
な
い
二
乗
︵
自
己
容
認
︑
宗
教
的
エ
ゴ
イ
ズ
ム
︶︑
共
に
苦
悩
し
な
い
存
在
︒
地
獄
は
苦
悩
が
私
を
動
か
す
も

の
に
な
る
が
︑
二
乗
に
堕
す
れ
ば
︑
も
う
求
道
の
歩
み
は
止
ま
る
︒
堕
二
乗
は
厭
う
た
よ
り
を
全
く
失
っ
た
も
の
︑
求

道
者
の
死
で
あ
る
︒
罪
業
性
に
気
づ
け
な
い
の
が
謗
法
︑
最
も
自
覚
か
ら
遠
い
存
在
︒
迷
い
の
中
に
あ
っ
て
迷
い
に
気

づ
か
ず
︑
苦
悩
の
中
に
在
っ
て
．
苦
悩
出
来
な
い
︑
人
間
の
悲
惨
さ
︑
そ
の
代
表
的
な
存
在
が
︑
女
人
・
根
欠
・
二
乗
︒

苦
悩
す
る
こ
と
か
ら
︑
最
も
遠
い
存
在
が
︑
大
義
門
功
徳
で
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
︒ 

大
義
門
は
︑
大
乗
︑
全
て
の
も
の
が
︑
入
れ
る
門
︑
全
て
の
者
を
入
れ
ん
と
す
る
大
乗
門
︒
女
人
・
根
欠
・
二
乗
は
︑

佛
道
か
ら
最
も
遠
い
︑
救
わ
れ
る
手
掛
か
り
無
き
も
の
︑
つ
ま
り
謗
法
︑
一
闡
提
と
等
し
い
︒
ど
う
し
よ
う
も
な
い
︒

そ
の
よ
う
な
も
の
が
救
わ
れ
る
と
い
う
所
に
大
乗
門
の
意
義
が
完
成
す
る
と
い
う
こ
と
︒ 

人
城
を
造
っ
て
門
を
う
れ
ば
即
ち
入
る
が
如
し
︒
門
を
う
る
な
ら
ば
︑
も
う
お
の
ず
と
行
者
の
不
可
思
議
の
利
益
に

あ
ず
か
る
︒
門
を
得
れ
ば
と
は
︑
門
は
外
か
ら
こ
じ
開
け
る
も
の
で
は
な
い
︒
衆
生
の
も
の
と
し
て
佛
法
の
世
界
を
開

い
た
も
の
が
門
で
あ
る
︒
相
手
の
根
機
︑
相
手
の
問
題
意
識
を
通
し
て
自
ら
を
表
現
す
る
︑
門
は
︑
表
現
で
あ
り
︑
手

渡
し
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
根
機
に
応
ず
る
︒
門
は
八
万
四
千
︑
八
万
四
千
は
︑
人
間
の
煩
悩
の
数
︒
人
間
の
煩
悩
に

応
え
て
道
が
開
か
れ
る
︑
と
い
う
の
が
門
で
あ
り
︑
浄
土
を
建
立
さ
れ
た
仏
の
願
心
を
象
徴
的
に
表
現
し
た
国
土
荘
厳

１
７
種
の
一
つ
と
し
て
︑
大
義
門
功
徳
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒ 

根
敗
の
種
子
畢
竟
じ
て
生
ぜ
ず
︒
大
乗
善
根
界
︑
等
無
譏
嫌
名
・
女
人
及
び
根
欠
・
二
乗
種
不
生
と
言
え
り
︒
浄
土
に

は
根
欠
・
女
人
・
二
乗
等
︑
存
在
が
な
い
だ
け
で
な
く
て
名
も
な
い
の
だ
と
︒
種
子
は
︑
不
生
起
︑
そ
の
種
子
が
生
起

し
な
い
︑
現
行
し
な
い
と
い
う
こ
と
︒ 
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女
人
・
根
欠
・
二
乗
が
︑
ひ
と
た
び
浄
土
に
生
ま
れ
る
な
ら
ば
︑
そ
の
こ
と
が
大
乗
の
門
を
開
く
こ
と
に
な
る
︒
も

っ
と
も
救
い
か
ら
遠
い
声
聞
が
︑
而
も
浄
土
の
住
人
と
な
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
所
に
︑
浄
土
の
大
乗
一
味
に
し
て
︑

平
等
一
味
性
が
︑
証
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
︒
佛
法
か
ら
最
も
除
か
れ
る
存
在
が
︑
国
土
の
正
機
で
あ
る
と
︒ 

唯
除
と
い
う
所
に
︑
欲
生
︑
つ
ま
り
召
喚
の
声
が
響
く
︑
そ
こ
に
︑
佛
の
欲
生
心
の
展
開
が
あ
る
︒
唯
除
の
自
覚
に

お
い
て
︐
召
喚
の
勅
命
に
頷
か
さ
れ
る
︒
唯
除
の
文
が
欲
生
心
成
就
な
の
だ
と
︒
大
義
門
功
徳
は
︑
唯
除
の
文
と
い
う

意
義
を
持
つ
︒
そ
こ
に
大
乗
と
い
う
意
義
が
根
源
的
に
成
り
立
つ
︒
つ
ま
り
真
実
一
乗
成
就
で
す
︒
女
人
・
根
欠
・
二

乗
と
い
う
存
在
に
応
え
る
と
い
う
所
に
︑
安
楽
国
土
と
い
う
国
土
の
問
題
が
あ
る
︒
国
土
と
は
欲
生
心
成
就
の
世
界
で

す
︒
存
在
が
そ
の
勅
命
に
ふ
れ
る
場
な
の
だ
と
︒ 

 

五
念
門
の
歴
史
を
通
し
て
佛
は
苦
悩
の
衆
生
︑
ど
う
し
よ
う
も
な
い
存
在
に
出
会
う
︒
苦
悩
の
群
生
を
見
出
し
共
に

と
誓
う
と
こ
ろ
に
回
向
と
い
う
意
味
が
あ
る
︒
そ
の
も
の
が
救
わ
れ
な
け
れ
ば
︑
じ
ぶ
ん
が
救
わ
れ
な
い
と
い
う
︑
そ

う
い
う
存
在
に
出
会
う
︑
一
切
の
苦
悩
の
衆
生
︑
大
経
で
は
群
萌
︑
そ
れ
が
今
大
義
門
功
徳
で
は
具
体
的
に
女
人
・
根

欠
・
二
乗
と
い
う
言
葉
で
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
︒ 

 

苦
悩
の
衆
生
と
あ
る
が
︑
こ
れ
は
佛
が
見
出
し
た
衆
生
で
あ
っ
て
︑
衆
生
そ
の
も
の
は
苦
悩
し
な
い
︑
真
に
苦
悩
し

う
る
も
の
は
菩
薩
で
あ
っ
て
︑
我
々
は
い
つ
も
問
題
を
流
し
て
し
ま
い
︑
苦
悩
に
も
︑
歓
喜
に
も
徹
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
︐曖
昧
模
糊
と
し
た
あ
り
方
︑何
事
に
も
徹
し
き
れ
ず
︑何
を
し
て
も
信
仰
す
ら
も
気
晴
ら
し
に
な
っ
て
し
ま
う
︒

人
間
に
と
っ
て
︑
真
に
苦
悩
す
べ
き
こ
と
は
︑
何
事
に
も
︑
本
当
に
は
苦
悩
し
得
な
い
と
い
う
事
実
︑
そ
の
こ
と
を
真

に
苦
悩
す
べ
き
で
あ
る
︒
苦
悩
こ
そ
が
真
の
生
命
に
目
覚
め
る
手
が
か
り
で
あ
り
︑
縁
で
も
あ
る
の
に
︑
一
切
の
縁
を

失
っ
て
︑
全
て
が
曖
昧
模
糊
と
し
て
︑
気
晴
ら
し
に
流
れ
去
る
︒
真
に
厭
う
た
よ
り
を
持
た
な
い
︑
悲
惨
さ
が
あ
る
︒ 

 

女
人
性
は
佛
道
を
歩
む
う
え
で
弱
い
︑
問
題
を
抱
え
得
な
い
弱
さ
︑
何
も
悩
ま
ず
︑
苦
悩
し
得
な
い
︑
問
題
を
感
ず

る
心
が
欠
如
し
て
い
る
根
欠
︒
佛
者
に
す
が
っ
て
︑
自
分
で
歩
も
う
と
し
な
い
︑
吾
は
得
た
り
と
自
分
の
救
い
に
腰
を
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お
ろ
し
て
他
の
苦
悩
な
ど
に
無
関
心
な
声
門
根
性
︑
深
く
自
覚
し
な
け
れ
ば
︑
佛
道
に
な
ら
な
い
こ
と
を
心
得
る
べ
き

で
あ
る
の
に
︑
雑
縁
に
好
み
て
近
づ
き
︑
気
晴
ら
し
の
日
々
︑
ど
う
し
よ
う
も
な
い
自
分
を
痛
み
入
る
こ
と
で
す
︒ 

問
い
に
も
な
ら
な
い
の
で
す
が
︑
救
わ
れ
る
こ
と
か
ら
一
番
遠
い
存
在
な
ら
︑
謗
法
を
あ
げ
れ
ば
い
い
の
に
︑
な
ぜ

女
人
︑根
欠
︑二
乗
を
も
っ
て
︑大
乗
門
と
す
る
の
か
？ 

求
道
に
お
け
る
弱
さ
︑問
題
を
抱
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
︑

我
得
た
り
と
自
己
に
夢
見
て
︑
問
題
を
感
じ
る
こ
と
な
く
︑
悩
み
を
持
た
な
い
存
在
な
ど
︑
謗
法
と
い
う
言
葉
に
包
め

な
い
よ
う
な
問
題
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
︑女
人
︑根
欠
な
ど
を
挙
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒女
人
性
︑

二
乗
性
は
︑
龍
樹
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑
根
欠
は
︑
後
に
一
闡
提
と
し
て
善
導
︑
特
に
親
鸞
聖
人
に
よ

っ
て
︑
重
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
が
︑
す
で
に
︑
そ
の
も
と
は
︑
浄
土
論
︑
論
註
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
︒
天
親

は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
深
い
自
覚
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒ 

 

﹁
同
胞
は
如
来
か
ら
賜
っ
た
私
の
宝
で
あ
る
﹂
と
︑
夜
晃
先
生
か
ら
拝
ま
れ
た
先
輩
の
お
同
胞
に
よ
っ
て
お
育
て
を

受
け
︑そ
の
よ
う
な
念
仏
者
に
な
り
た
い
と
︑目
標
に
し
て
歩
ん
で
き
た
︒そ
し
て
念
仏
申
せ
る
ま
で
に
お
育
て
頂
き
︑

佛
法
に
会
え
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
が
︑
念
仏
申
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
に
大
し
た
こ
と
に
思
え
な
い
我
が
事
実
︒
青
年
部

会
で
︑
佐
野
師
に
よ
っ
て
︑
真
宗
の
救
い
︑
そ
れ
で
い
い
の
で
す
か
と
︑
ご
破
算
に
さ
れ
た
︒ 

夜
晃
先
生
は
じ
め
光
明
団
サ
ン
ガ
に
お
育
て
頂
い
た
こ
と
︑
ご
恩
徳
に
感
謝
に
す
る
心
は
事
実
で
あ
り
︑
先
輩
の
そ

う
し
た
尊
い
姿
に
感
謝
し
同
慶
す
る
こ
と
も
事
実
︑
有
難
く
思
う
こ
と
し
き
り
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
そ
の
ゆ
え
に
︑

ご
破
算
に
さ
れ
て
︑
私
の
念
仏
生
活
を
問
い
直
す
大
事
な
有
難
い
時
間
を
頂
い
た
︒
女
人
・
根
欠
・
二
乗
こ
そ
私
の
事

で
あ
っ
た
と
︑
論
註
大
乗
門
の
教
え
が
新
し
く
厳
し
く
迫
っ
て
く
る
の
で
す
︒ 

 

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

 

 「
聖
典
に
親
し
む
会
」資
料  

「解
読
浄
土
論
註
」改
訂
版
｟箕
輪
秀
邦
編
｠担
当
箇
所
:Ｐ
七
六 

｟担
当
:杉
田
久
美
子
｠ 
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︻
原
文
︼
﹁
問
日
案
王
舎
城
所
説
無
量
寿
経
法
蔵
菩
薩
四
十
八
願
中
言  

設
我
得
仏
国
中
声
聞
有
能
計
量
知
其
数
者
不
取
正
覚
是
有
声
聞
一
証
也
﹂  

﹇
読
み
下
し
﹈
﹁
問
う
て
日い

わ
く
︒
王
舎
城
所
説
の
無
量
寿
経
を
案
ず
る
に
︑
法
蔵
菩
薩
四
十
八
願
の
中
に
言の

た
ま

わ

く
︒
設
い
我
れ
仏
を
得
ん
に
国
の
中
の
声
聞
︑
能
く
計
量

け
り
ょ
う

有
り
て
其
の
数
を
知
ら
ば
正
覚
を
取
ら
じ
︑
と
︒
是
れ
声

聞
有
る
一
の
証
な
り
︒  

︹
解
読
︺
：
︵
現
代
語
訳
︶
問
い
︒
王
舎
城
で
説
か
れ
た
﹃
無
量
寿
経
﹄
︵
大
経
︶
を
ひ
も
と
く
に
︑
法
蔵
菩
薩

の
四
十
八
願
の
中
に
い
わ
れ
て
い
る
︒
﹁
た
と
い
私
が
仏
と
な
っ
て
も
︑
国
の
中
の
声
聞
に
か
ぎ
り
が
あ
っ
て
︑
そ

の
数
を
知
る
よ
う
で
あ
れ
ば
︑
正
覚
︵
さ
と
る
︶
こ
と
を
し
ま
い
﹂
︵
第
十
四
願
︶
と
︒
こ
れ
は
安
楽
国
に
声
聞
が

存
在
す
る
第
一
の
証
︵
あ
か
し
︶
で
あ
る
︒  

 

﹁
又
十
住
毗
婆
沙
中
龍
樹
菩
薩
造
阿
弥
陀
讃
云
超
出
三
界
獄
目
蓮
花
葉
声
聞
衆
無
量  

是
故
稽
首
礼
是
有
声
聞
二
証
有
也]  

﹇
読
み
下
し
﹈ 

又
十
住
毗
婆
沙
の
中
に
︑
龍
樹
菩
薩
︑
阿
弥
陀
の
讃
を
造
り
て
云い

わ
く
︒
三
界
の
獄
を
超
出
し

て
︑
目
は
蓮
花
葉
の
如
き
声
聞
衆
無
量
な
り
︒
是
の
故
に
稽
首
礼
す
︑
と
︒
是
れ
声
聞
有
る
二
の
証
な
り
︒  

︹
解
読
︺
ま
た
﹃
十
住
毗
婆
沙
論
﹄
の
な
か
で
︑
龍
樹
菩
薩
は
阿
弥
陀
仏
を
讃
え
る
偈
︵
う
た
︶
を
造
っ
て
云
わ

れ
て
い
る
︒
﹁
三
界
の
牢
獄
を
超
え
出
て
︑
目
が
蓮
の
花
び
ら
の
よ
う
な
声
聞
の
人
々
は
か
ぎ
り
な
く
お
ら
れ
る
︒

だ
か
ら
う
や
ま
っ
て
礼
拝
す
る
﹂
と
︒
こ
れ
は
声
聞
が
存
在
す
る
第
二
の
証
で
あ
る
︒  

 

﹁
又
摩
訶
衍
論
中
言
仏
土
種
種
不
同
或
有
仏
土
純
是
声
聞
僧
或
有
仏
土
純
是
菩
薩
僧
或
有
仏
土
菩
薩
声
聞
会
為
僧

如
阿
弥
陀
安
楽
国
等
是
也
是
有
声
聞
三
証
也
﹂  

﹇
読
み
下
し
﹈ 

又
摩
訶
衍
論

ま
か
え
ん
ろ
ん

の
中
に
言
わ
く
︒
仏
土
種
種
不
同
な
り
︒
或
は
仏
土
有
り
︑
純

も
っ
ぱ
ら

に
是
れ
声
聞
僧
な

り
︒
或
は
仏
土
有
り
︑
純

も
っ
ぱ
ら

に
是
れ
菩
薩
僧
な
り
︒
或
は
仏
土
有
り
︑
菩
薩
声
聞
会
し
て
僧
と
為
す
︒
阿
弥
陀
の
安

楽
国
等
の
如
き
是
れ
な
り
︑
と
︒
是
れ
声
聞
有
る
三
の
証
な
り
︒  

︹
解
読
︺
ま
た
﹃
大
乗
論
﹄
︵
智
度
論
︶
に
﹁
い
わ
れ
て
い
る
︒
﹁
仏
土
は
種
々
あ
っ
て
同
じ
で
な
い
︒
あ
る
仏

土
は
も
っ
ぱ
ら
声
聞
僧
だ
け
が
お
り
︑
あ
る
仏
土
は
も
っ
ぱ
ら
菩
薩
僧
ば
か
り
で
あ
る
︒
ま
た
あ
る
仏
土
は
菩
薩
と
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声
聞
と
が
集
ま
っ
て
僧
伽
を
形
成
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
阿
弥
陀
仏
の
安
楽
国
な
ど
が
こ
れ
で
あ
る
﹂
と
︒
こ
れ
は

声
聞
が
存
在
す
る
第
三
の
証
で
あ
る
︒  

 

﹁
諸
経
中
有
説
安
楽
国
処
多
言
無
声
聞
声
聞
即
是
二
乗
之
一
論
言
乃
至
無
二
乗
名
此
云
会
﹂  

﹇
読
み
下
し
﹈ 

諸
経
の
中
に
安
楽
国
を
説
く
こ
と
有
る
処
に
︑
多
く
声
聞
有
り
と
言の

た
も

う
て
︑
声
聞
無
し
と
言の

た
ま

わ

ず
︒
声
聞
は
即
ち
是
れ
二
乗
の
一
な
り
︒
論
に
︑
乃
至
二
乗
の
名
無
し
と
言い

え
り
︒
此
れ
云
何
が
会
せ
ん
や
︒  

﹇
解
説
﹈
い
ろ
い
ろ
経
典
で
安
楽
国
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
箇
所
に
は
︑
多
く
の
場
合
︑
声
聞
が
存
在
す
る
と

い
っ
て
︑
声
聞
が
存
在
し
な
い
と
は
い
っ
て
い
な
い
︒
声
聞
は
即
ち
二
乗
の
一
つ
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
こ
の
論
で
は

﹁
二
乗
の
名
さ
え
な
い
﹂
と
い
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
い
い
の
か
︒  

 

考
察
：  

﹃
浄
土
論
﹄
の
﹁
大
義
門
功
徳
﹂
に
於
い
て
天
親
菩
薩
は
﹁
大
乗
善
根
の
堺 

等
し
く
し
て
嘰
嫌
の
名
無
し 

女
人

及
び
根
欠
・
二
乗
の
種
は
生
ぜ
ず
﹂
︑
安
楽
国
︑
安
楽
浄
土
に
は
﹁
乃
至
二
乗
の
名
無
し
と
言
え
り
﹂
︵
二
乗
の
名

さ
え
な
い
︶
と
い
わ
れ
る
︒  

し
か
し
︑
曇
鸞
大
師
は
﹃
無
量
寿
経
﹄
︵
大
経
︶
︑
龍
樹
菩
薩
の
﹃
十
住
毗
婆
沙
論
﹄
︑
﹃
大
乗
論
﹄
︵
智
度

論
︶
の
諸
経
に
は
︑
﹁
声
聞
が
存
在
し
な
い
と
は
言
っ
て
な
い
で
は
な
い
か
﹂
︑
声
聞
の
存
在
を
否
定
し
て
い
な
い

の
に
ど
う
し
て
天
親
菩
薩
が
﹁
二
乗
の
名
さ
え
な
い
﹂
と
お
っ
し
ゃ
る
の
か
と
の
問
い
が
立
て
ら
れ
た
︒  

 

曇
鸞
大
師
が
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
ら
れ
た
の
か
︒  

①
曇
鸞
大
師
が
そ
の
問
い
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
出
遇
わ
れ
︑
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
明
確
に
表
わ
し

た
い
と
い
う
意
図
が
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒  

先
ず
︑  

〇
﹃
大
無
量
寿
経
﹄
を
ひ
も
と
か
れ
︑
﹁
二
乗
の
名
で
あ
る
声
聞
は
浄
土
に
存
在
し
て
い
る
﹂
と
︑
﹃
大
経
﹄
に

示
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
ら
れ
︑
そ
の
こ
と
を
頂
か
れ
た
天
親
菩
薩
が
﹁
二
乗
の
名
さ
え
な
い
﹂
と
の
真
意
は

何
か
︑
と
い
う
問
い
は
︑
曇
鸞
大
師
が
天
親
菩
薩
の
﹁
二
乗
の
名
さ
え
な
い
﹂
と
の
教
え
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
ら

れ
た
こ
と
を
︑
﹁
問
い
﹂
を
立
て
る
こ
と
で
︑
天
親
菩
薩
の
頂
か
れ
て
い
る
浄
土
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
か
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を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
大
事
な
意
味
︑
役
割
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒  

 

〇
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
経
：  

・
﹃
大
経
﹄
法
蔵
菩
薩
の
四
十
八
願
の
中
の
第
十
四
願
に
は
﹁
設
い
我
仏
を
得
ん
に
国
の
中
の
声
聞
︑
よ
く
計
量

有
り
て
其
の
数
を
し
ら
ば
正
覚
を
取
ら
じ
﹂
と
あ
る
︒  

 

・
﹃
十
住
毗
婆
沙
論
﹄
︵
龍
樹
菩
薩
︶
に
は
︑
阿
弥
陀
仏
を
讃
え
る
偈
を
作
ら
れ
﹁
三
界
の
牢
獄
を
超
え
出

て
﹂
︑
目
が
蓮
の
花
び
ら
︵
目
如
蓮
花
葉
︶
の
よ
う
な
声
聞
の
人
々
は
か
ぎ
り
な
く
お
ら
れ
る
︒
だ
か
ら
︑
う
や
ま

っ
て
礼
拝
す
る
﹂
と
あ
る
と
押
さ
え
ら
れ
て
あ
る
︒  

︻
﹁
目
如
蓮
花
葉
﹂
と
は
︑
三
十
二
相
中
︑
二
十
九
番
目
の
眼
色
如
紺
青
相
︵
真
青
眼
相
︶
︒
仏
様
の
瞳
は
青
く

清
ら
か
さ
を
表
わ
し
︑
我
々
を
平
等
な
目
で
見
て
︑
あ
り
の
ま
ま
を
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
る
︑
な
ん
で
も
見
透
す
眼

で
あ
り
︑
三
十
二
相
は
仏
以
外
の
聖
賢
に
も
備
わ
っ
た
相
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
︑
今
そ
の
三
十
二
相
の
中
の
一
つ

を
あ
げ
て
︑
浄
土
の
声
聞
衆
を
讃
嘆
し
て
い
る
と
︒  

﹃
智
度
論
﹄
巻
四
﹁
真
青
眼
の
相
︑
青
蓮
花
の
如
し
﹂
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
﹂
︵
蓑
輪
先
生
解
説
︶  

 

・
さ
ら
に
︑
﹃
大
乗
論
﹄
︵
智
度
論
︶
が
あ
げ
ら
れ
る
︒  

﹁
摩
訶
衍
論
﹂
は
﹃
智
度
論
﹄
の
通
称
で
︑
摩
訶
衍
は
大
乗
の
こ
と
で
あ
り
大
乗
の
論
一
般
を
意
味
し  

﹃
智
度
論
﹄
は
大
乗
一
般
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
る
︑
も
の
で
あ
る
と
︒  

 

こ
れ
ら
の
諸
経
で
は
声
聞
を
否
定
し
て
い
な
い
と
具
体
的
な
諸
経
を
あ
げ
ら
れ
︑
天
親
菩
薩
は
﹁
二
乗
の
名
無

し
﹂
と
い
わ
れ
る
そ
の
お
意
と
は
何
か
を
明
確
に
す
る
意
味
で
こ
の
問
い
を
出
さ
れ
て
い
る
︑
と
思
わ
れ
る
︒  

そ
し
て
次
の
﹁
答
え
て
曰
わ
く
﹂
へ
と
続
く  

 

語
句
の
意
味
：  

一
︑
目
如
蓮
花
葉 

三
十
二
相
中
の
眼
色
如
紺
青
相
︵
真
青
眼
相
︶
を
さ
す
︒
﹃
智
度
論
﹄
巻
四
に
﹁
真
青
眼
相
︑

青
蓮
花
の
如
し
﹂
と
あ
る
が
そ
れ
で
あ
る
︒
三
十
二
相
は
仏
以
外
の
聖
賢
に
も
備
わ
っ
た
相
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
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ら
︑
今
は
そ
の
三
十
二
相
の
中
の
一
つ
を
あ
げ
て
︑
浄
土
の
声
聞
衆
は
讃
嘆
し
て
い
る
︒  

二
︑
摩
訶
衍
論 

﹃
智
度
論
﹄
の
通
称
︒
摩
訶
衍
は
大
乗
の
こ
と
だ
か
ら
﹃
摩
訶
衍
論
﹄
は
大
乗
の
論
一
般
を
意
味

す
る
が
︑
﹃
摩
訶
衍
論
﹄
と
い
え
ば
︑
﹃
智
度
論
﹄
を
さ
す
ほ
ど
﹃
智
度
論
﹄
は
大
乗
一
般
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て

い
る
︒  

 

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

‐
‐

 

  

答
曰
以
理
推
之
安
楽
浄
土
不
応
有
二
乗
何
以
言
之
夫
有
病
則
有
薬
理
数
之
常
也 

法
華
経
言
釈
迦
牟
尼
如
来
以
出
五
濁
世
故
分
一
為
三
浄
土
既
非
五
濁
無
三
乗
明
矣 

法
華
経
導
諸
声
聞
是
大
於
何
而
得
解
脱
但
離
虚
妄
名
為
解
脱
是
大
実
未
得
一
切
解
脱
以
未
得
無
上
道
故
覈
推
此
理
阿

羅
漢
既
未
得
一
切
解
脱
必
応
有
生
此
人
更
不
生
三
界
三
界
外
除
浄
土
更
無
生
処
是
以
唯
応
於
浄
土
生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

如
言
声
聞
者
是
他
方
声
聞
来
生
仍
本
名
故
称
為
声
聞
如
天
帝
釈
生
人
中
時
姓
僑
尸
迦
後
雛
為
天
主
仏
欲
使
人
知
其
由

来
与
帝
釈
語
時
猶
称
僑
尸
迦
其
比
類
也 

又
此
論
但
言
二
乗
種
不
生
謂
安
楽
国
不
生
二
乗
種
子
亦
何
妨
二
乗
来
生
耶 

譬
如
橘
栽
不
生
江
北
河
洛
菓
肆
亦
見
有
橘
又
言
鸚
鵡
不
渡
壟
西
趙
魏
架
桁
亦
有
鸚
鵡
此
二
物
但
言
其
種
不
渡
彼
有
声

聞
亦
如
是
作
如
是
解
経
論
則
会 

︻
読
み
下
し
︼ 

答
へ
て
い
は
く
︑
理
を
も
つ
て
こ
れ
を
推
す
る
に
︑
安
楽
浄
土
に
は
二
乗
あ
る
べ
か
ら
ず
︒
な
に
を
も
つ
て
こ
れ
を
い

ふ
と
な
ら
ば
︑
そ
れ
病
あ
る
に
は
す
な
は
ち
薬
あ
り
︒
理
数

り

し

ゅ

の
常
な
り
︒ 

︻
現
代
語
訳
︼ 

答
え
︒
道
理
か
ら
推
せ
ば
︑
安
楽
浄
土
に
二
乗
が
存
在
す
る
は
ず
が
な
い
︒
な
ぜ
か
と
言
え
ば
︑︵
二
乗
を
堕
す
る
と

い
う
︶
病
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑︵
そ
れ
を
消
し
去
る
︶
薬
が
あ
る
と
い
う
の
が
自
然
の
道
理
で
あ
る
︒ 

〇
理
数…

自
然
の
道
理 

 

︻
読
み
下
し
︼ 
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﹃
法
華
経
﹄︵
意
︶
に
の
た
ま
は
く
︑﹁
釈
迦
牟
尼
如
来
︑
五
濁
の
世
に
出
で
た
ま
へ
る
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
︑
一
を
分

ち
て
三み

つ

と
な
す
﹂
と
︒
浄
土
す
で
に
五
濁
に
あ
ら
ず
︒
三
乗
な
き
こ
と
あ
き
ら
か
な
り
︒ 

︻
現
代
語
訳
︼ 

﹃
法
華
経
﹄
に
い
わ
れ
て
い
る
︒﹁
釈
迦
牟
尼
如
来
は
五
濁
の
世
に
出
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
︑
一
乗
を
三
乗
に
わ
け
て

説
か
れ
た
の
で
あ
る
﹂︵
方
便
品
︶
と
︒
浄
土
は
す
で
に
五
濁
で
は
な
い
の
だ
か
ら
三
乗
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
︒ 〇

三
乗…

声
聞
乗
縁
覚
乗
菩
薩
乗
の
三
種
の
教
法 

 

︻
読
み
下
し
︼ 

﹃
法
華
経
﹄︵
意
︶
に
導い

わ

く
︑﹁
も
ろ
も
ろ
の
声
聞
︑
こ
の
人
何
に
お
い
て
か
解
脱
を
得
ん
︒
た
だ
虚
妄
を
離
る
る
を

名
づ
け
て
解
脱
と
な
す
︒
こ
の
人
実
に
い
ま
だ
一
切
解
脱
を
得
ず
︒
い
ま
だ
無
上
道
を
得
ざ
る
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
な
り
﹂

と
︒
覈

あ
き
ら
か

に
こ
の
理
を
推
す
る
に
︑
阿
羅
漢
す
で
に
い
ま
だ
一
切
解
脱
を
得
ず
︒
か
な
ら
ず
生し

ょ
う

有
る
べ
し
︒
こ
の
人
更か

え

り
て
三
界
に
生
ぜ
ず
︒
三
界
の
ほ
か
に
︑
浄
土
を
除
き
て
更ま

た

生
処

し
ょ
う
し
ょ

な
し
︒
こ
こ
を
も
つ
て
唯 た

だ
浄
土
に
生
ず
べ
し
︒ 

︻
現
代
語
訳
︼ 

﹃
法
華
経
﹄
に
い
わ
れ
て
い
る
﹁
声
聞
の
人
々
は
ど
う
い
う
点
で
解
脱
を
得
て
い
る
の
か
︒
た
だ
虚
妄
を
離
れ
る
こ

と
を
名
づ
け
て
と
す
る
︒
こ
の
人
は
本
当
は
ま
だ
一
切
の
も
の
か
ら
の
解
脱
を
得
て
い
な
い
︒
い
ま
だ
こ
の
上
な
い
さ

と
り
に
達
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒﹂︵
譬
喩
品
︶
と
︒
し
ら
べ
て
は
っ
き
り
こ
の
理
を
お
せ
ば
︑
声
聞
の
さ
と
り
で

あ
る
阿
羅
漢
は
︑
ま
だ
一
切
の
も
の
か
ら
の
解
脱
を
得
て
い
な
い
︒
必
ず
生
ま
れ
る
と
い
う
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒

こ
の
人
は
再
び
三
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
三
界
の
外
に
浄
土
を
除
い
て
再
び
生
ま
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
は
な
い
︒

だ
か
ら
ひ
と
え
に
浄
土
に
う
ま
れ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
︒ 

〇
無
上
道…

こ
の
上
な
い
さ
と
り
︒
最
高
の
さ
と
り
︒ 

〇
未
得
無
上
道…

声
聞
は
三
界
の
惑
た
る
見
思
惑
を
断
じ
て
分
断
生
死
を
離
れ
た
が
︑
そ
れ
だ
け
で
は
い
ま
だ
仏
道

の
究
極
た
る
大
涅
槃
を
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
︒ 

〇
生
処…

生
ま
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
︒ 

〇
阿
羅
漢…

声
聞
な
ど
の
小
乗
に
お
け
る
さ
と
り
の
究
極
︒
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
す
べ
て
学
び
お
わ
っ
た
位
な
の
で
無

学
果
と
も
い
う
︒ 



 

13 

 

︻
疑
問
︼ 

１
︐﹁
阿
羅
漢
す
で
に
い
ま
だ
一
切
解
脱
を
得
ず
︒
か
な
ら
ず
生し

ょ
う

有
る
べ
し
︒﹂
と
い
う
の
は
︑
必
ず
涅
槃
に
生
ま

れ
る
と
い
う
正
定
聚
と
同
じ
事
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

︻
読
み
下
し
︼ 

﹁
声
聞
﹂
と
い
ふ
ご
と
き
は
︑
こ
れ
他
方
の
声
聞
来
生
せ
る
を
︑
本
名
に
仍よ

る

が
ゆ
ゑ
に
称
し
て
声
聞
と
な
す
︒
天
帝

釈
の
人
中
に
生
る
る
時
︑
驕
尸
迦

き

ょ

し

か

を
姓
と
せ
り
︒
後
に
天
主
と
な
る
と
い
へ
ど
も
︑
仏
︵
釈
尊
︶︑
人
を
し
て
そ
の
由
来

を
知
ら
し
め
ん
と
欲
し
て
︑
帝
釈
と
語
ら
ひ
た
ま
ふ
時
︑
な
ほ
驕
尸
迦
と
称
す
る
が
ご
と
し
︒
そ
れ
こ
の
類
な
り
︒ 

︻
現
代
語
訳
︼ 

﹁
声
聞
﹂
と
先
ほ
ど
か
ら
言
っ
て
い
る
の
は
︑
他
方
の
世
界
の
声
聞
が
浄
土
の
来
り
生
ま
れ
る
の
を
︑
も
と
の
名
に

よ
る
か
ら
声
聞
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
帝
釈
天
は
︑
昔
人
間
の
世
界
生
ま
れ
た
時
︑
姓
を
驕
尸
迦

き

ょ

し

か

と

言
っ
た
が
︑
後
に
天
上
の
主
と
な
っ
て
も
︑
釈
尊
は
人
々
に
そ
の
由
来
を
知
ら
せ
よ
う
と
欲お

も

わ
れ
︑
帝
釈
天
と
語
ら

れ
る
時
は
︑
な
お
驕
尸
迦

き

ょ

し

か

と
呼
ば
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
も
こ
の
類た

ぐ
い

で
あ
る
︒ 

〇
仍よ

る…

も
と
の
ま
ま
に
し
た
が
う 

〇
天
帝
釈…

古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
征
服
者
ア
ー
リ
ア
人
の
特
徴
を
そ
な
え
た
軍
神
︒
暴
飲
暴
食
を
好
み
︑
金
剛
杖

を
も
ち
︑勇
敢
に
天
界
を
統
治
す
る
天
で
︑イ
ン
ド
の
代
表
神
と
な
っ
て
い
る
︒仏
教
に
入
っ
て
護
法
の
主
神
と
さ
れ
︑

須
弥
山
の
頂
上
の
忉
利
に
住
す
る
と
い
う
︒ 

︻
疑
問
︼ 

２
︐﹁
本
名
に
仍よ

る

が
ゆ
ゑ
に
称
し
て
声
聞
と
な
す
︒﹂
と
は
︑
浄
土
に
生
ず
も
の
は
自
分
の
本
名
が
声
聞
だ
と
本
当

に
分
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
？ 

 

︻
読
み
下
し
︼ 

ま
た
こ
の
﹃
論
﹄︵
浄
土
論
︶
に
は
但た

だ

﹁
二
乗

に
じ
ょ
う

種 し
ゅ

不
生

ふ
し
ょ
う

﹂
と
い
へ
り
︒
い
は
く
安
楽
国
に
二
乗
の
種
子
を
生
ぜ
ず
と

な
り
︒
ま
た
何
ぞ
二
乗
の
来
生
を
妨さ

ま
た

げ
ん
や
︒ 
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た
と
へ
ば
橘
を
栽う

え

て
江
北

こ
う
ほ
く

に
生
ぜ
ざ
れ
ど
も
︑
河
洛

か

ら

く

の
菓
肆

か

し

に
ま
た
橘
あ
り
と
見
る
が
ご
と
し
︒
ま
た
鸚
鵡

お

う

む

は

壟り
ょ
う

西さ

い

を
渡
ら
ざ
れ
ど
も
︑
趙ち

ょ
う

魏ぎ

の
架か

桁こ

う

に
ま
た
鸚
鵡
あ
り
と
い
ふ
︒
こ
の
二
の
物
︑
た
だ
そ
の
種た

ね

を
彼か

し
こ

に
渡
さ

ず
と
い
ふ
︒
声
聞
の
有
る
こ
と
ま
た
か
く
の
ご
と
し
︒ 

か
く
の
ご
と
き
解
を
作な

さ

ば
︑
経
論
則す

な
わ

ち
会
し
ぬ
︒ 

︻
現
代
語
訳
︼ 

ま
た
こ
の
﹃
論
﹄︵
浄
土
論
︶
に
は
但た

だ

﹁
二
乗
の
種
は
生
じ
な
い
﹂
と
だ
け
い
わ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
安
楽
国
で
は

二
乗
の
種
子
は
芽
を
出
さ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
ど
う
し
て
二
乗
の
来
り
て
生
ま
れ
る
こ
と
ま
で
こ
ば
む
こ
と
が
あ

ろ
う
か
︒ 

 

た
と
え
ば
橘
の
樹
を
植
え
て
︑
江
北
に
は
生
じ
な
い
が
︑︵
そ
の
江
北
の
地
で
あ
る
︶
洛
陽
の
く
だ
も
の
店
に
は
︑

橘
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
オ
ウ
ム
は
壟り

ょ
う

西さ

い

よ
り
︵
東
へ
は
︶
渡
ら
な
い
が
︑
趙ち

ょ
う

や
魏ぎ

の
鳥
か
ご
の
と

ま
り
木
に
は
ま
た
オ
ウ
ム
が
い
る
と
い
う
︒
こ
の
二
つ
の
も
の
（
橘
と
オ
ウ
ム
）
、
た
だ
そ
の
種
が
む
こ
う
に
渡
ら
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
声
聞
が
存
在
す
る
と
い
う
の
も
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
︑
経
と

論
と
は
会
通
す
る
も
の
で
あ
る
︒ 

〇
二
乗

に
じ
ょ
う

種し
ゅ

不
生

ふ
し
ょ
う…

真
宗
学
の
一
論
題
︒天
親
菩
薩
の
浄
土
論
に
は﹃
大
乗

だ
い
じ
ょ
う

善
根
界

ぜ
ん
ご
ん
か
い 

等と
う

無
譏

む

き

嫌げ
ん

名み
ょ
う 

女
人
及

に
ょ
に
ん
ぎ
ゅ
う

根
欠

こ
ん
け
つ 

二
乗

に
じ
ょ
う

種し
ゅ

不
生

ふ
し
ょ
う

﹄
と
あ
る
︒
こ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
の
安
楽
浄
土
は
大
乗
善
根
界
な
る
が
故
に
︑
声
聞
縁
覚
の
二

乗
の
種
は
生
ぜ
ず
と
い
う
の
で
あ
る
︒・
・
・
然
る
に
曇
鸞
大
師
の
解
釈
は
異
な
っ
て
︑
種
の
字
を
種
姓
︑
生
の
字
を
往

生
と
解
釈
し
て
な
い
︒・
・
・
種
を
種
子
と
し
︑
生
を
発
生
の
義
と
し
て
あ
る
︒
そ
こ
で
二
乗
種
不
生
と
は
二
乗
は
安
楽

浄
土
に
往
生
せ
ず
と
い
う
意
味
で
は
な
い
︑
二
乗
の
人
々
も
彼
の
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
得
れ
ど
も
︑
既
に
往
生
し

た
る
上
は
再
び
二
乗
の
種
子
が
発
生
せ
ぬ
こ
と
を
示
し
て
﹁
二
乗
種
不
生
﹂
と
説
い
た
の
で
あ
る
と
解
釈
せ
し
は
鸞
師

の
説
で
あ
る
︒・
・
・︵
真
宗
大
辞
典
︶ 

〇
橘…

柑
橘
類
の
総
称 

〇…

江
北…

江
蘇
省
北
部
の
地
︒
広
義
で
長
江
︵
揚
子
江
︶
よ
り
北
の
地
域
︒ 

〇
河
洛…

黄
河
と
洛
水
に
は
さ
ま
れ
た
流
域
︒
具
体
的
に
は
洛
陽
の
都 

〇
菓
肆

か

し…

く
だ
も
の
を
売
る
店
の
こ
と
︒ 

〇
架か

桁こ

う…

鳥
か
ご
の
と
ま
り
木
︒ 
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〇
会
す
る…

会
通
す
る
こ
と
︒
一
見
矛
盾
し
た
よ
う
に
見
え
る
記
述
を
道
理
に
照
ら
し
あ
わ
せ
て
︑
趣
意
の
一
貫
し

た
も
の
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
︒ 

 

︻
考
察
︼ 

﹃
論
﹄︵
浄
土
論
︶
に
は
但た

だ

﹁
二
乗
の
種
は
生
じ
な
い
﹂
と
だ
け
い
わ
れ
て
い
る
の
に
︑
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
二
乗
が

来
る
こ
と
を
こ
ば
ま
な
い
︑
と
言
わ
れ
る
︒
救
わ
れ
難
い
二
乗
に
︑
門
を
開
く
こ
と
の
大
切
さ
を
言
わ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
？
本
願
の
１
８
願
︑
唯
除
の
文
に
通
ず
る
お
心
な
の
だ
ろ
う
か
？ 

門
は
︵
要
門
・
真
門
︶
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
衆
生
に
即
し
た
門
を
作
ら
れ
︑
全
て
の
人
を
浄
土
に
生
き
る
者
た
ら
し
め
︑

そ
こ
で
二
乗
の
芽
吹
き
や
成
長
の
な
い
世
界
を
願
わ
れ
た
と
い
う
事
な
の
か
？ 

 

︻
感
想
︼ 

も
っ
と
も
救
わ
れ
が
た
い
者
も
︑
一
人
一
人
に
合
わ
せ
た
救
わ
れ
る
門
が
整
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
︒﹁
ど
う

か
こ
の
門
を
た
た
い
て
く
れ
﹂﹁
入
っ
て
く
れ
﹂
と
の
願
い
を
感
じ
ま
す
︒
私
に
寄
り
添
っ
て
下
さ
り
︑
そ
し
て
歩
ま
し

め
ら
れ
る
は
た
ら
き
を
回
向
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
と
感
謝
を
感
じ
ま
す
︒ 

︵
担
当 

金
桝
順
子
︶ 


