
親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説

矢

田

了

章

龍

谷

大

学

一

は

じ

め

に

近
年
、
悪
人
正
機
説
は
法
然
に
始
ま
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
が
だ
さ
れ
て
、
悪
人
正
機
説
は

歎
異
抄

第
三
章
に
お
け
る
主
張
で

あ
り
、
親
鸞
の
教
学
的
な
特
質
を
最
も
顕
著
に
教
示
し
た
も
の
と
す
る
定
説
の
妥
当
性
が
問
題
化
し
て
い
る
。
こ
の
小
論
で
は
、
悪
人
正

機
説
に
対
す
る
法
然
、
親
鸞
の
見
解
を

察
し
て
、
親
鸞
の
主
張
す
る
悪
人
正
機
説
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
る
か
を
論
究
し
た
い
。

二

悪
人
正
機
の
概
念

こ
の
問
題
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

悪
人
正
機

と
い
う
概
念
で
あ
る
。
従
来

先
学
に
よ
っ
て
悪
人
正
機
説
に
つ
い
て
の
研
究
が
多
く
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
既
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、

悪
人
正
機

の
語
は
、
法

然
、
親
鸞
の
著
作
等
で
は
見
出
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
研
究
者
間
で
必
ず
し
も
一
致
し
た
概
念
の
も
と
に
論
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
。さ

て
、
悪
人
正
機
の
語
は
、
親
鸞
以
前
は
勿
論
、
以
後
江
戸
時
代
に
至
る
ま
で
、
現
在
の
我
々
の
知
る
限
り
の
文
献
で
は
見
出
す
こ
と

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
（
矢
田
了
章
）

五
三



が
出
来
な
い
。
江
戸
時
代
、
宗
学
研
究
の
興
隆
と
共
に

歎
異
抄

も
研
究
さ
れ
る
が
、
悪
人
正
機
の
語
が
文
献
上
最
初
に
登
場
す
る
の

は
、
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
年
）
に
成
立
す
る
寿
國
の

歎
異
鈔
可
笑
記

で
あ
る
。
寿
國
は
大
悲
の
立
場
よ
り

善
人
だ
に
こ
そ
往
生

す
れ
、
ま
し
て
悪
人
は

を
表
現
す
る
と

悪
人
正
機

で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
文
化
年
間
（
一
九
世
紀
初
頭
）
深
励
は

歎
異
鈔
講

義

で
、

此
章
は
弥
陀
の
本
願
は
悪
人
正
機
と
云
こ
と
を
述
る
故
に
、
科
文
に
明
悪
人
正
機
と
す
る
な
り

と
示
し
、

歎
異
抄

第
三

章
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が

悪
人
正
機

で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
も
の
と
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
彼
の
弟
子
で
現
在
も

歎
異
抄

研

究
に
お
い
て
評
価
の
高
い
了
祥
に
受
け
継
が
れ
、

歎
異
抄
聞
記

に
は
第
三
章
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、

悪
人
正
機
章

と
標
章
し
て

お
り
、
寿
国
・
深
励
の
見
解
を
承
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

歎
異
抄

註
釈
初
期
に
お
け
る

悪
人
正
機

の
見
解
か
ら
す
る
と
、

悪
人
正
機

の
語
は
、

歎
異
抄

第
三
章
全
体
を
貫
く
根
本
理
念
を
教
示
し
た
も
の
で
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
本
願
の
あ
り
よ
う
を
表

現
し
た
も
の
と
し
て
造
語
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
小
論
で
の

悪
人
正
機

と
い
う
語
は
、

歎
異
抄

註
釈
初
期
に
お
い

て
依
用
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
述
べ
て
お
き
た
い
。

三

悪
人
正
機
説
と
法
然
の
立
場

１

醍
醐
本

法
然
上
人
伝
記

の

善
人
尚
以
て
往
生
す
況
ん
や
悪
人
乎

悪
人
正
機
説
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
と
し
て
、
通
常

歎
異
抄

第
三
章
の

善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を

や

を
あ
げ
る
が
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
一
の
言
葉
は
法
然
に
も
あ
る
。

大
正
時
代
、
醒
醍
三
宝
院
の
法
蔵
か
ら
発
見
さ
れ
た
醍
醐
本

法
然
上
人
伝
記

に
、

善
人
尚
以
て
往
生
す
況
ん
や
悪
人
乎

が
法

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
（
矢
田
了
章
）

五
四



然
の
法
語
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
語
は
、
発
見
当
初
こ
れ
と
正
反
対
の
法
語
が
法
然
の
教
学
を
特
徴
づ
け
る
言
葉
で
あ
っ
た

た
め
に
、
無
視
さ
れ
放
置
さ
れ
て

１
い
た
。
し
か
し
、
近
年
醍
醐
本

法
然
上
人
伝
記

が
再
評
価
さ
れ
る
に
い

２
た
り
、
醍
醐
本

法
然
上

人
伝
記

所
載
の

善
人
尚
以
て
往
生
す
況
ん
や
悪
人
乎

を
根
拠
と
し
て
、
悪
人
正
機
説
は
法
然
に
始
ま
る
と
の
見
解
が
浮
上
し
て
き

た
。
そ
こ
で
、
醍
醐
本

法
然
上
人
伝
記

の

善
人
尚
以
て
往
生
す
況
ん
や
悪
人
乎

が
、
如
何
に
評
価
し
う
る
の
か
を
検
討
し
て
み

た
い
。

醍
醐
本

法
然
上
人
伝
記

は
、
醍
醐
寺
第
七
十
九
世
座
主
義
演
（
〜
一
六
二
六
）
に
よ
っ
て
、
書
写
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
原
本
は

伝
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
写
本
の
題
は
、
正
し
く
は

法
然
上
人
伝
記

付
一
期
物
語

で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
一
、
一
期
物
語
、

二
、
禅
勝
房
と
の
問
答
、
三
、
三
心
料
簡
事
以
下
の
法
語
、
四
、
別
伝
記
、
五
、
御
臨
終
日
記
、
六
、
三
昧
発
得
記
の
六
編
よ
り
構
成
さ

れ
て
い
て
、
一
般
の
伝
記
類
と
は
異
な
り
、
法
然
の
語
録
を
中
心
に
、
伝
記
や
臨
終
の
物
語
を
補
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
編
者
は
法
然
滅

後
お
よ
そ
三
十
年
（
一
二
四
二
年
）
頃
、
勢
観
房
源
智
の
弟
子
に
よ
っ
て
、
最
終
的
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
法
然
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
の
典
拠
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
醍
醐
本

法
然
上
人
伝
記

の
な
か
の

三
心
料
簡
以

下
の
法
語

中
の
最
後
に
あ
る
次
の
よ
う
な
法
語
で
あ
る
。

一
、
善
人
尚
以
て
往
生
す
況
ん
や
悪
人
乎
の
事
。
口
伝
之
れ
有
り
。

私
に
云
は
く
。
弥
陀
の
本
願
は
、
自
力
を
以
て
生
死
を
離
る
べ
き
方
便
あ
る
善
人
の
為
に
を
こ
し
給
は
ず
。
極
重
悪
人
無
他
方
便
の

輩
を
哀
み
て
を
こ
し
給
へ
り
。
然
る
を
菩
薩
賢
聖
も
之
れ
に
付
し
て
往
生
を
求
む
、
凡
夫
の
善
人
も
此
の
願
に
帰
し
て
往
生
を
得
、

況
ん
や
罪
悪
の
凡
夫
尤
も
此
の
他
力
を
憑
む
べ
し
と
云
う
也
。
悪
し
く
領
解
し
て
邪
見
に
住
す
可
か
ら
ず
。
譬
へ
ば
為
凡
夫
兼
為
聖

人
と
云
う
が
如
し
。
能
々
心
得
可
し
心
得
可
し
。
初
め
に
三
日
三
夜
之
れ
を
読
み
、
後
一
日
之
れ
を
読
み
、
後
二
夜
一
日
之
れ
を
読

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
（
矢
田
了
章
）
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む
。（
法
伝
全
七
八
七
）

こ
の
法
語
中
法
然
の
言
葉
と
し
て
認
め
う
る
の
は
、

善
人
尚
以
て
往
生
す
況
ん
や
悪
人
乎

の
み
で
あ
り
、
他
は
勢
観
房
源
智
又
は

そ
の
門
弟
に
よ
り
註
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず

私
云
…
…

の
註
記
が
如
何
な
る
内
容
な
の
か
を
検
討
し
た
い
。

私

云
…
…

の
註
記
で
は
、
弥
陀
の
本
願
は
自
力
得
証
の
善
人
の
為
で
は
な
く
、
無
他
方
便
の
極
重
悪
人
の
為
に
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

菩
薩
、
賢
聖
、
凡
夫
中
の
善
人
も
こ
の
本
願
に
よ
っ
て
往
生
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
罪
悪
の
凡
夫
は
な
お
さ
ら
本
願
を

憑
む
べ
き
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
誤
っ
た
領
解
即
ち
造
悪
無
碍
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
喚
起
し
て
、
浄
土
教
の
先
輩
で
あ
る
元
暁

の

本
為
凡
夫
兼
為
聖
人

の
文
を
典
拠
と
し
て
掲
げ
結
ん
で
い
る
。
即
ち
こ
の
註
記
の
中
心
論
点
は
、
本
願
の
対
機
が
如
何
な
る
機
根

で
あ
る
か
を
明
か
す
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

私
云
…
…

が
本
願
が
対
機
に
つ
い
て
明
か
し
た
も
の
と

え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ

れ
と
同
じ
見
解
は

三
心
料
簡
事
以
下
の
法
語

中
の
他
の
法
語
の
中
に
も
み
ら
れ
る
。

悪
機
を
一
人
置
て
此
の
機
の
往
生
し
け
る
の
は
謂
れ
た
る
道
理
な
り
け
る
と
知
る
程
に
習
い
た
る
を
浄
土
宗
を
善
く
学
び
た
る
と

は
云
う
也
。
此
の
宗
は
悪
人
を
手
本
と
為
し
、
善
人
ま
で
摂
す
也
。
聖
道
門
は
善
人
を
手
本
を
為
し
悪
人
を
も
摂
す
也
。
云
々

（
法
伝
全
七
八
四
）

こ
の
法
語
は
先
の

私
云
…
…

の
註
記
と
は
違
い
、

三
心
料
簡
以
下
の
法
語

所
載
の
本
文
で
あ
る
。

此
の
宗
は
悪
人
を
手
本
と
為

し
、
善
人
ま
で
摂
す

と
は
、
註
記
に
引
用
さ
れ
た
元
暁
の

浄
土
宗
意
、
本
為
凡
夫
兼
為
聖
人

と
同
じ
意
味
と
言
え
る
。
ま
た
、
こ

の
元
暁
の
文
を
法
然
は

選
択
集

二
門
章
に
引
用
し
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば

善
人
尚
以
往
生
況
悪
人
乎
事

の
註
記
の
内
容
は
、

三
心
料
簡
事
以
下
の
法
語

の
本
文
の
思
想
と
矛
盾
す
る
と
こ
ろ
は
ま
っ
た
く
な
く
、
一
連
の
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
法
然
の
教
学
と

も
相
違
し
な
い
と
言
え
る
。
そ
れ
故
、

善
人
尚
以
往
生
況
悪
人
乎

が
、
本
願
の
対
機
は
悪
人
で
あ
り
、
善
人
も
本
願
に
よ
る
の
で
あ

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
（
矢
田
了
章
）
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る
か
ら
、
悪
人
は
な
お
さ
ら
本
願
を
憑
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
法
然
の
意
図
に
し
た
が
っ
て
正
し
く
解
説

さ
れ
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。
覚
如
は

口
伝
鈔

第
十
九
章
で
、
こ
の
善
傍
悪
正
が
法
然
よ
り
の
相
承
で
あ
る
と
明
か
す
が
、
そ
の

標
題
に
は
、

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

と
示
し
て
、
そ
れ
は
本
願
の
対
機
即
ち
本

願
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
法
然
の
善
傍
悪
正
に
対
す
る
こ
の
覚
如
の
理
解
は
、

善
人
尚
以
往
生

況
悪
人
乎
事

の
註
記
と
同
一
で
あ
っ
て
、
註
記
の
解
説
が
註
記
の
筆
者
の
独
特
な
見
解
を
示
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
法
然
の
意

図
を
鮮
明
に
し
た
も
の
と
断
定
で
き
る
。
本
願
が
罪
悪
者
の
た
め
で
あ
る
こ
と
は
、
法
然
の
語
録
に
処
々
で
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

弥
陀
の
本
願
は
専
ら
罪
人
の
為
な
れ
ば
、
罪
人
は
罪
人
な
が
ら
名
号
を
唱
て
往
生
す
。
是
本
願
の
不
思
議
也
。
弓
箭
の
家
に
生
ま

れ
た
る
人
、
た
と
ひ
戦
場
に
命
を
失
ふ
と
も
、
念
仏
し
て
終
ら
ば
、
本
願
に
答
て
、
来
迎
に
預
り
往
生
を
遂
げ
ん
事
、
ゆ
め
ゆ
め
疑

ふ
べ
か
ら
ず
。（
甘
糟
太
郎
忠
綱
に
示
す
御
詞
・
法
全
七
一
七
）

無
智
の
罪
人
の
念
仏
申
て
往
生
す
る
事
、
本
願
の
正
意
な
り
。（
熊
谷
直
実
に
示
す
御
詞
・
法
全
七
一
八
）

弥
陀
如
来
汝
が
ご
と
き
の
罪
人
の
為
に
、
弘
誓
を
た
て
給
へ
る
其
中
に
女
人
往
生
の
願
あ
り
。
然
則
女
人
は
こ
れ
本
願
の
正
機
也
。

（
室
の
津
の
遊
女
に
示
さ
れ
け
る
御
詞
・
法
全
七
一
八
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
本
願
の
正
機
と
し
て
の
悪
人
、
罪
人
と
は
、
弓
箭
を
家
業
と
す
る
者
、
遊
女
、
女
人
等
、
当
時
の
社
会
的
身
分
的
な
地

位
及
び
劣
悪
な
状
況
な
あ
る
者
を
も
意
味
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

醍
醐
本

法
然
上
人
伝
記

は
成
立
状
況
か
ら
す
れ
ば
法
然
直
接
の
も
の
で
は
な
い
が
、

善
人
尚
以
て
往
生
す
況
ん
や
悪
人
乎

の

法
語
は
、
無
智
、
愚
痴
の
者
、
社
会
的
身
分
的
立
場
上
善
根
を
積
み
得
な
い
罪
人
、
悪
人
こ
そ
、
正
し
く
対
機
と
い
う
意
味
で
述
べ
ら
れ

た
も
の
と

え
ら
れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
法
然
の
言
葉
で
あ
る
と
言
い
得
る
。

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
（
矢
田
了
章
）

五
七



２

罪
人
な
を
む
ま
る
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や

に
つ
い
て

法
然
の
善
傍
悪
正
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
正
機
を
明
か
す
と
こ
ろ
に
眼
目
が
あ
っ
た
が
、
法
然
に
は
こ
れ
と
ま
っ
た
く
逆
の
表
現
で

あ
る
悪
傍
善
正
の
法
語
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
正
反
対
の
法
語
が
同
一
人
に
存
在
し
得
る
の
か
を
明
確
に
し
、
し
か
も
そ
の
場
合
如
何

な
る
関
係
に
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
法
然
の
主
張
し
た
悪
傍
善
正
の
内
容
に
つ
い
て

察
し
た
い
。
法
然
は

悪
傍
善
正
を
著
述
、
消
息
等
で
多
数
述
べ
て
い
る
が
、
次
の
二
つ
の
法
語
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
と
い
え
る
。

①
五
逆
の
罪
人
を
あ
げ
て
な
を
往
生
の
機
に
お
さ
む
、
い
は
ん
や
余
の
軽
罪
を
や
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
と
心
え
つ
れ
ば
、
往

生
の
う
つ
は
も
の
に
き
ら
は
る
る
も
の
な
し
。（
往
生
大
要
鈔
・
法
全
五
〇
）

②
罪
は
十
悪
五
逆
の
も
の
、
な
を
む
ま
る
と
信
じ
て
、
小
罪
を
も
か
さ
じ
と
思
べ
し
。
罪
人
な
を
む
ま
る
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を

や
。
行
は
一
念
十
念
む
な
し
か
ら
ず
と
信
じ
て
、
無
間
に
修
す
べ
し
。
一
念
な
を
む
ま
る
、
い
か
に
い
は
ん
や
多
念
を
や
。（
つ
ね

に
仰
ら
れ
る
御
詞
・
法
全
四
九
二
）

ま
ず
、
①
で
は
、
五
逆
の
罪
人
で
す
ら
阿
弥
陀
仏
は
往
生
の
対
機
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
軽
罪
の
者
な
ら
、
ま
し
て
善
人
で

あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
事
と
心
得
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
は
す
べ
て
の
者
を
摂
め
と
る
こ
と
が
解
る
の
で
あ
る
と
言
う
。
即
ち
、
法
然
が

悪
傍
善
正
を
説
示
す
る
の
は
、
一
切
衆
生
が
必
ず
往
生
で
き
る
と
を
、
専
修
念
仏
の
実
践
者
に
示
す
た
め
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
を
よ
り

具
体
的
に
説
述
し
た
の
が
、
次
の
法
語
で
あ
る
。

末
代
の
衆
生
を
往
生
極
楽
の
機
に
あ
て
て
み
る
に
、
行
す
く
な
し
と
て
う
た
か
ふ
へ
か
ら
す
、
一
念
十
念
た
り
ぬ
へ
し
。
罪
人
な

り
と
て
う
た
か
ふ
へ
か
ら
す
、
罪
根
ふ
か
き
お
も
き
ら
わ
す
と
い
へ
り
。
時
く
れ
た
り
と
て
う
た
か
ふ
へ
か
ら
す
、
法
滅
已
後
の
衆

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
（
矢
田
了
章
）

五
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生
な
ほ
往
生
す
へ
し
、
い
は
ん
や
近
来
を
や
。
わ
が
身
わ
る
し
と
て
う
た
か
ふ
へ
か
ら
す
。
自
身
は
こ
れ
煩
悩
を
具
足
せ
る
凡
夫
な

り
と
い
へ
り
。（
黒
田
の
聖
人
へ
つ
か
は
す
御
文
・
法
全
四
九
九
）

末
代
の
衆
生
た
る
凡
夫
が
、
行
が
僅
少
で
あ
る
こ
と
、
罪
人
で
あ
る
こ
と
、
末
法
世
で
あ
る
こ
と
、
造
悪
の
身
で
あ
る
こ
と
の
た
め
に
、

極
悪
最
下
の
者
を
こ
そ
救
済
す
る
の
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
あ
る
と
知
り
つ
つ
、
自
己
の
本
性
を
内
省
し
て
、
自
ら
を
往
生
の
機
類
と
す

る
こ
と
に
疑
念
を
懐
く
。
こ
の
事
態
を
払
拭
せ
ん
と
し
て
悪
傍
善
正
の
主
張
が
あ
る
と
云
う
。

次
に
、
②
は
、
専
修
念
仏
者
が
決
定
往
生
の
信
心
を
確
立
し
て
、
よ
り
善
人
と
な
る
べ
く
小
罪
を
も
犯
さ
な
い
よ
う
に
努
力
す
べ
し
と
、

専
修
念
仏
者
の
あ
る
べ
き
あ
り
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
た
も
の
に
、
次
の
法
語
が
あ
る
。

仏
は
一
切
衆
生
を
あ
は
れ
み
て
、
よ
き
を
も
、
あ
し
き
を
も
わ
た
し
給
へ
と
も
、
善
人
を
見
て
は
よ
ろ
こ
ひ
、
悪
人
を
み
て
は
か

な
し
み
給
へ
る
也
。
よ
き
地
に
よ
き
種
を
ま
か
ん
か
こ
と
し
、
か
ま
へ
て
善
人
に
し
て
し
か
も
念
仏
を
も
修
す
へ
し
、
こ
れ
を
真
実

に
仏
教
に
し
た
か
ふ
物
と
い
ふ
也
。（
念
仏
往
生
義
・
法
全
六
九
二
）

善
人
は
善
人
な
か
ら
念
仏
し
、
悪
人
は
悪
人
な
か
ら
念
仏
し
て
、
た
だ
む
ま
れ
つ
き
の
ま
ま
に
て
念
仏
す
る
人
を
念
仏
に
す
け
さ

さ
ぬ
と
は
申
す
也
。
さ
り
な
が
ら
も
、
悪
を
あ
ら
た
め
て
善
人
と
な
り
て
念
仏
せ
ん
人
は
、
ほ
と
け
の
御
心
に
か
な
ふ
べ
し
。

（
禅
勝
房
伝
説
の
詞
・
法
全
四
六
二
）

仏
は
善
人
、
悪
人
を
問
わ
ず
一
切
の
者
を
救
済
せ
ん
と
す
る
が
、
善
人
を
み
て
は
喜
び
、
悪
人
を
み
て
は
悲
歎
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
我
ら

は
つ
と
め
て
善
人
と
な
っ
て
念
仏
を
修
す
こ
と
が
、
仏
の
心
に
随
順
す
る
こ
と
に
な
る
と
云
う
。

こ
こ
に

罪
人
な
を
む
ま
る
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や

と
い
う
悪
傍
善
正
の
主
張
は
、
専
修
念
仏
者
に
お
い
て
、
自
己
を
卑
下

し
て
本
願
に
帰
し
き
れ
な
い
者
に
、
ま
た
決
定
往
生
の
信
心
確
立
し
た
者
に
専
修
念
仏
を
相
続
す
る
こ
と
の
意
味
を
説
示
す
る
た
め
で
あ

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
（
矢
田
了
章
）
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っ
た
知
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
善
傍
悪
正
、
悪
傍
善
正
を
理
解
す
る
と
き
、

善
人
尚
以
て
往
生
す
況
ん
や
悪
人
乎

と
い
う
善
傍
悪
正
は
、
本
願
の

あ
り
よ
う
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
善
傍
悪
正
は
専
修
念
仏
の
実
践
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
法
語
と
言
え
、
両
者
の
説
示

内
容
が
齟
齬
を
来
す
こ
と
は
な
く
、
と
も
に
法
然
の
法
語
と
し
て
認
め
う
る
と
言
え
る
。

四

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説

１

歎
異
抄

第
三
章
の

善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や

歎
異
抄

の
第
三
章
に
示
す

善
人
な
を
と
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や

は
、
悪
人
正
機
説
を
最
も
直
截
か
つ
明
瞭
に

表
現
し
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
法
語
は
上
述
し
た
よ
う
に
、
法
然
か
ら
伝
承
し
た
も
の
と

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、

文
章
表
現
上
か
ら
ほ
ぼ
同
一
内
容
と
み
え
る
両
法
語
を
あ
ら
た
め
て
比
較
検
討
し
た
い
。
二
つ
の
法
語
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

法
然
上
人
伝
記

善
人

尚

以
て

往
生
す

況
ん
や

悪
人

乎

歎
異
抄

善
人

な
を

も
て

往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や

悪
人

を
や

両
法
語
を
対
比
す
る
時
、
文
章
表
現
の
形
態
か
ら
す
る
と
、
両
法
語
は
と
も
に
人
間
を
善
人
と
悪
人
に
分
け
、
両
者
を
比
較
し
往
生
の
可

否
を
論
ず
る
点
で
共
通
す
る
。
ま
た
相
違
点
と
し
て
は
、
表
現
が
漢
字
か
仮
名
か
を
除
け
ば
、
醍
醐
本

法
然
上
人
伝
記

で
の

往
生

す

が
、

歎
異
抄

第
三
章
で
は

往
生
を
と
ぐ

と
変
化
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

す

と
は
、

行
為
を
す
る
意
や
現
象
が
起
こ
る

意
な
ど
、
動
作
・
作
用
を
表
す

意
味
の
動
詞
で
あ
る
か
ら
、

往
生
す

は

往
生

と
い
う
名
詞
に
動
詞

す

が
つ
い
た
複
合
動

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
（
矢
田
了
章
）
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詞
で
、
往
生
と
い
う
現
象
・
事
実
が
起
こ
る
こ
と
を
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

と
ぐ

と
は
、

最
後
ま
で
や
り
通
す
。

な
し
遂
げ
る
。
念
願
を
果
た
す

と
い
う
意
味
の
動
詞
で
あ
る
か
ら
、

往
生
を
と
ぐ

と
は
往
生
と
い
う
非
常
に
実
現
困
難
な
こ
と
を

成
し
遂
げ
る
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
あ
る
。
即
ち
、
両
法
語
の
特
徴
を
対
比
的
に
表
現
す
る
と
、

往
生
す

は
往
生
と
い
う
事
実
を
客

観
的
に
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
に
対
し
て
、

往
生
を
と
ぐ

は
自
力
で
往
生
す
る
こ
と
の
困
難
性
に
気
付
き
な
が
ら
そ
れ
が
成
し
遂
げ

ら
れ
る
と
い
う
仏
道
実
践
者
の
主
体
的
な
領
解
を
表
現
し
た
言
葉
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
同
じ

歎
異
抄

中
の
用
例
で
も
明
ら
か
で

あ
る
。

〇
往
生
す

①
し
か
る
を
、
世
の
ひ
と
つ
ね
に
い
は
く
、
悪
人
な
を
往
生
す
、
い
か
に
い
は
ん
や
善
人
を
や
。（
第
三
章
）

②
よ
て
善
人
だ
に
こ
そ
往
生
す
れ
、
ま
し
て
悪
人
は
と
、
お
ほ
せ
さ
ふ
ら
ひ
き
。（
第
三
章
）

③
師
を
そ
む
き
て
ひ
と
に
つ
れ
て
念
仏
す
れ
ば
、
往
生
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
な
ん
ど
い
ふ
こ
と
、
不
可
説
な
り
。（
第
六
章
）

〇
往
生
を
と
ぐ

①
弥
陀
の
誓
願
不
思
議
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
せ
て
往
生
を
ば
と
ぐ
る
な
り
と
信
じ
て
、
念
仏
ま
ふ
さ
ん
と
お
も
ひ
た
つ
こ
こ
ろ
の

お
こ
る
と
き
、
…
…
（
第
一
章
）

②
自
力
作
善
の
ひ
と
は
、
ひ
と
へ
に
他
力
を
た
の
む
こ
ゝ
ろ
か
け
た
る
あ
ひ
だ
、
弥
陀
の
本
願
に
あ
ら
ず
。
し
か
れ
ど
も
、
自
力
の

こ
こ
ろ
を
ひ
る
が
へ
し
て
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ
れ
ば
、
真
実
報
土
の
往
生
を
と
ぐ
る
な
り
。（
第
三
章
）

③
聖
道
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
も
の
を
あ
は
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
お
も
ふ
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る

こ
と
、
き
は
め
て
あ
り
が
た
し
。（
第
四
章
）

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
（
矢
田
了
章
）
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往
生
す

の
三
例
中
、
①
は
世
人
の
言
葉
と
し
て
示
し
た
も
の
、
②
は
第
三
章
の
主
題
を
再
説
す
る
中
の
言
葉
、（
親
鸞
直
接
の
言
葉

で
は
な
く
唯
円
の
理
解
）
③
は
教
団
内
の
邪
説
を
客
観
的
に
述
べ
た
も
の
で
、

往
生
す

は
事
実
を
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
客
観
的
に
述

べ
た
言
葉
と
言
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て

往
生
を
と
ぐ

の
三
例
は
、
自
力
で
は
極
め
て
成
就
し
難
く
、
阿
弥
陀
仏
の
他
力
に
よ
っ
て
の

み
実
現
し
得
る
こ
と
を
明
か
す
と
こ
ろ
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
仏
道
実
践
者
の
主
体
的
領
解
と
し
て
の
表
現
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
特
に

②
の
文
は

善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や

を
解
説
し
た
一
節
で
あ
る
。
自
力
作
善
の
善
人
は
、
自
ら
の
は
か
ら

い
の
心
で
な
す
身
口
意
業
の
行
為
を
往
生
の
根
拠
と
し
て
い
た
が
、

自
力
の
こ
こ
ろ
を
ひ
る
が
へ
し
て
、
他
力
を
た
の
み
た
て
ま
つ

る
と
い
う
回
心
・
獲
信
に
よ
っ
て
、
自
力
の
は
か
ら
い
心
を
根
拠
と
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
一
切

衆
生
を
救
済
せ
ん
と
し
て
常
に
は
た
ら
き
続
け
て
い
る
阿
弥
陀
仏
に
で
あ
い
、
は
じ
め
て
自
己
が
悪
人
で
あ
る
と
信
知
さ
れ
た
と
い
う
こ

と
を
説
示
し
て
い
る
。

即
ち
、
醍
醐
本

法
然
上
人
伝
記

の

善
人
尚
以
往
生
況
悪
人
乎

と

歎
異
抄

第
三
章
の

善
人
な
を
も
て
往
生
を
と
ぐ
、
い

は
ん
や
悪
人
を
や

を
比
較
す
る
と
、
両
者
は
共
に
悪
人
正
機
の
本
願
を
機
の
立
場
で
受
け
止
め
て
表
現
し
て
い
る
も
の
の
、
醍
醐
本

法
然
上
人
伝
記

で
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
本
願
に
焦
点
を
合
わ
せ
本
願
の
は
た
ら
き
を
客
観
的
に
述
べ
る
の
に
対
し
て
、

歎
異

抄

で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
主
体
的
領
解
す
る
信
心
の
場
に
お
い
て
、
法
然
の
語
ら
れ
た
言
葉
を
言
い
直
し
た
も
の
と
言
え
る
。

２

親
鸞
の
悪
人
正
機
説

親
鸞
の
悪
人
正
機
説
に
つ
い
て
は
、
そ
の
表
現
上
か
ら
二
つ
に
分
類
で

３
き
る
。
ひ
と
つ
は
基
本
的
に
は
法
然
と
同
じ
立
場
か
ら
の
も
の
、

即
ち
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
あ
り
よ
う
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
法
然
に
限
ら
ず
、
浄
土
教
に
伝
統
す
る
基
本
的
主
張
で
あ
る
。

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
（
矢
田
了
章
）
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他
は
、
親
鸞
独
特
の
も
の
で
あ
っ
て
、
悪
人
正
機
が
具
体
的
な
信
心
の
場
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
法
然
と
同
様
に
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
あ
り
よ
う
を
論
じ
た
点
に
つ
い
て

察
し
た
い
。

歎
異
抄

に
お
い
て

罪
悪
深
重
、
煩
悩
熾
盛
の
衆
生
を
た
す
け
ん
が
た
め
の
願
に
て
ま
し
ま
す
。（
真
聖
全
二
｜
七
七
三
）

と
示
す
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

教
行
信
証

に
お
い
て
、
親
鸞
は

観
経

の
文
の
深
意
を
開
顕
し
て
、

汝
是
凡
夫
心
想
贏
劣
と
言
へ
り
。
則
ち
是
れ
悪
人
往
生
の
機
た
る
こ
と
を
彰
す
也
。（
化
巻
・
真
聖
全
二
｜
一
四
七
〜
一
四
八
）

若
仏
滅
後
諸
衆
生
等
と
言
へ
り
。
即
ち
是
れ
未
来
の
衆
生
往
生
の
正
機
た
る
こ
と
を
顕
す
也
。（
化
巻
・
真
聖
全
二
｜
一
四
八
）

と
、
仏
は
凡
夫
及
び
仏
滅
後
の
衆
生
が

悪
人
往
生
の
機

往
生
の
正
機

で
あ
る
こ
と
を
顕
わ
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

仏
は
そ
の
慈
悲
心
よ
り
悪
人
を
正
し
き
め
あ
て
と
し
て
い
る
こ
と
を
親
鸞
は
説
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
悪
人
正
機
に
関
す
る
表
現
は

前
述
の
如
く
、
基
本
的
に
は
法
然
及
び
浄
土
教
に
伝
統
す
る
主
張
を
受
容
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
あ
り
よ
う
を
信
体
験
の
場
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

親
鸞
聖
人
御
消
息
集

に
お
い
て
、
親
鸞
が

弥
陀
の
御
ち
か
ひ
は
煩
悩
具
足
の
ひ
と
の
た
め
な
り
と
信
ぜ
ら
れ
て
さ
ふ
ら
ふ
は
、
め
で
た
き
や
う
な
り
。（

真
聖
全
二
｜
七
〇
一
）

と
述
べ
て
い
る
は
、
こ
の
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
信
体
験
の
場
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
悪
人
正
機
説
と
は
、
従
来
宗
学
研
究
者

に
お
い
て
支
配
的
な
学
説
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
己
の
信
体
験
の
場
に
お
い
て
、
他
力
を
た
の
む
悪
人
こ
そ
阿
弥
陀
仏
の

本
願
の
正
し
き
対
機
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
一
体
如
何
な
る
こ
と
な
の
か
。
こ
の
こ
と
の
具
体
的
な
例
示
が

歎
異
抄

第
九
章
に
お
い

て
み
ら
れ
る
。

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
（
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田
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章
）
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念
仏
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
へ
ど
も
、
踊
躍
歓
喜
の
こ
ゝ
ろ
お
ろ
そ
か
に
さ
ふ
ら
ふ
こ
と
、
ま
た
い
そ
ぎ
浄
土
へ
ま
ひ
り
た
き
こ
ゝ
ろ
の

さ
ふ
ら
は
ぬ
は
、
い
か
に
と
さ
ふ
ら
ふ
べ
き
こ
と
に
て
さ
ふ
ら
う
や
ら
ん
と
、
ま
ふ
し
い
れ
て
さ
ふ
ら
ひ
し
か
ば
、
親
鸞
も
こ
の
不

審
あ
り
つ
る
に
、
唯
円
房
お
な
じ
こ
ゝ
ろ
に
て
あ
り
け
り
。
よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
が
、
天
に
お
ど
り
地
に
お
ど
る
ほ
ど
に
よ
ろ
こ
ぶ

べ
き
こ
と
を
、
よ
ろ
こ
ば
ぬ
に
て
、
い
よ
い
よ
往
生
は
一
定
と
お
も
ひ
た
ま
ふ
べ
き
な
り
。
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
ゝ
ろ
を
お
さ
へ
て
よ

ろ
こ
は
せ
ざ
る
は
煩
悩
の
所
為
な
り
。
し
か
る
に
、
仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ

ば
、
他
力
の
悲
願
は
、
か
く
の
ご
と
き
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り
。
ま
た
浄

土
へ
い
そ
ぎ
ま
ひ
り
た
き
こ
ゝ
ろ
の
な
く
て
、
い
さ
ゝ
か
所
労
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
死
な
ん
ず
る
や
ら
ん
と
こ
ゝ
ろ
ぼ
そ
く
お
ぼ
ゆ

る
こ
と
も
煩
悩
の
所
為
な
り
。
…
…
踊
躍
歓
喜
の
こ
こ
ろ
も
あ
り
、
い
そ
ぎ
浄
土
へ
も
ま
ひ
り
た
く
さ
ふ
ら
は
ん
に
は
、
煩
悩
の
な

き
や
ら
ん
と
あ
や
し
く
さ
ふ
ら
ひ
な
ま
し
と
云
云
。（
真
聖
全
二
｜
七
七
七
〜
七
七
八
）

こ
れ
は

歎
異
抄

の
編
者
唯
円
が
、
信
仰
上
の
不
審
を
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、
親
鸞
が
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
唯
円
は
、
日
頃
浄
土

往
生
の
道
は
念
仏
以
外
に
な
い
と
信
じ
念
仏
申
し
な
が
ら
、
踊
躍
歓
喜
の
心
も
う
と
く
、
速
か
に
浄
土
へ
参
り
た
い
と
い
う
心
も
存
し
な

い
。
こ
れ
は
一
体
ど
う
し
た
こ
と
な
の
か
と
思
い
あ
ま
っ
て
尋
ね
て
い
る
。
唯
円
に
し
て
み
れ
ば
、
信
心
決
定
の
者
は
歓
喜
の
心
あ
つ
く
、

熱
烈
に
浄
土
を
思
慕
し
て
当
然
で
あ
る
の
に
、
自
分
の
心
が
そ
れ
と
違
逆
す
る
の
は
、
信
心
が
未
決
定
の
故
で
は
な
い
か
と
心
中
穏
や
か

で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
唯
円
の
不
審
に
対
し
て
、
親
鸞
は
自
分
も
同
様
で
あ
る
と
答
え
、
唯
円
の
疑
問
を
深
く
思

し
て
、

詳
細
に
自
己
の
内
心
を
開
陳
す
る
。
親
鸞
は
本
来
踊
躍
歓
喜
す
べ
き
な
の
に
そ
れ
が
で
き
な
い
。
こ
の
踊
躍
歓
喜
で
き
な
い
心
こ
そ
、
往

生
一
定
と
思
わ
し
め
る
事
実
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
何
故
か
。
信
心
を
確
立
し
た
者
に
お
い
て
も
、
凡
夫
の
性
と
し
て
穢
土
は
捨
て
難

く
、
浄
土
は
こ
い
し
か
ら
ず
、
踊
躍
歓
喜
の
心
は
生
じ
難
い
。
こ
れ
こ
そ
煩
悩
の
所
為
で
あ
る
。
か
か
る
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
た
め
に
こ

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
（
矢
田
了
章
）
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そ
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
願
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
が
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
信
知
さ
れ
た
者
は
、

自
己
の
煩
悩
性
即
ち
阿
弥
陀
仏
へ
の
背
反
性
が
痛
感
さ
れ
る
に
つ
け
て
も
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
か
か
る
阿
弥
陀
仏
に
背
反
す
る
自
己
自

身
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
の
だ
と
ま
す
ま
す
信
知
さ
れ
、
往
生
決
定
と
こ
の
も
し
く
領
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
言
う
。
親
鸞
は
こ
の
信
心

に
お
け
る
本
願
領
解
の
事
実
を

仏
か
ね
て
し
ろ
し
め
し
て
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
他
力
の
悲
願
は
、

か
く
の
ご
と
き
の
わ
れ
ら
が
た
め
な
り
け
り
と
し
ら
れ
て
、
い
よ
い
よ
た
の
も
し
く
お
ぼ
ゆ
る
な
り

と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
悪
人
正
機

の
悪
人
と
は
、
上
述
の
如
き
自
己
の
信
体
験
の
場
に
お
け
る
信
心
の
具
体
相
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
親
鸞
の
信
体
験
の
場
に
お

け
る
悪
人
正
機
説
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
を
そ
の
表
現
上
か
ら
、
本
願
の
あ
り
よ
う
を
論
じ
た
も
の
と
信
体
験
の
場
に
い
て
論
じ
ら
れ
た
も

の
の
二
つ
に
分
け
て

察
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
両
者
が
ま
っ
た
く
別
箇
の
思
想
で
は
な
く
し
て
、
あ
く
ま
で
親
鸞
の
著
述
等

に
お
け
る
表
現
上
の
分
類
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
悪
人
正
機
説
を
論
ず
る
場
が
相
違
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

親
鸞
に
お
い
て
は
、
本
願
の
あ
り
よ
う
を
論
ず
る
場
合
で
も
、
ま
た
そ
の
本
願
を
領
受
し
た
自
己
の
具
体
的
な
信
心
の
場
に
お
い
て
も
、

と
も
に
本
願
が

悪
人
正
機

と
し
て
領
解
せ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
は
、
悪
人
正
機
は
親
鸞
の
教
学
を
一
貫
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
え
る
。

五

お

わ

り

に

以
上
、
親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
に
つ
い
て
、
特
に
法
然
と
の
関
連
に
お
い
て

察
し
て
き
た
。
法
然
で
は
、
醍
醐
本

法
然
上
人

伝
記

所
載
の

善
人
尚
以
往
生
、
況
悪
人
乎

は
法
然
の
も
の
と

え
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
そ
の
場
合
こ
の
文
の
焦
点
は
本
願
の
あ

親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
（
矢
田
了
章
）
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り
よ
う
を
客
観
的
に
論
じ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
悪
人
を
こ
そ
救
済
せ
ん
と
す
る
の
が
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
本
願
を
理
解
し
た
法
然
は
、

専
修
念
仏
の
実
践
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
対
機
と
さ
れ
る
悪
人
よ
り
よ
り
善
な
る
者
、
善
人
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
事
と
し
て
、

本
願
の
理
解
と
は
正
反
対
の
表
現
で
あ
る
悪
傍
善
正
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
親
鸞
で
は
、
法
然
の
悪
正
善
傍
な
る
本

願
観
を
基
本
的
に
は
相
承
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
具
体
的
な
仏
道
実
践
即
ち
信
心
の
場
に
お
い
て
も
悪
人
正
機
が
語
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば

親
鸞
に
お
い
て
は
、
そ
の
教
学
の
如
何
な
る
場
面
に
お
い
て
も
、
悪
人
正
機
で
一
貫
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
悪
人
正
機
に
対
す

る
法
然
と
親
鸞
の
相
違
点
が
見
出
せ
る
。
こ
の
相
違
点
は
、
単
に
両
者
の
お
か
れ
た
社
会
的
事
情
に
依
る
も
の
で
は
な
く
、
深
く
教
学
上

の
問
題
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

親
鸞
に
至
る
浄
土
教
の
歴
史
は
、
自
己
の
罪
悪
観
深
化
の
歩
み
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
高
揚
の
歴
史
で

も
あ
っ
た
。
こ
の
浄
土
教
の
伝
統
の
な
か
で
、
法
然
は
悪
人
を
こ
そ
救
済
せ
ん
と
す
る
の
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
力
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
、

親
鸞
は
こ
の
法
然
の
本
願
観
を
受
け
継
ぎ
、
そ
れ
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
、
具
体
的
な
仏
道
実
践
の
場
た
る
信
心
に
お
い
て
も
悪
人
正
機
と

領
解
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
親
鸞
に
お
け
る
悪
人
正
機
説
こ
そ
、
ま
さ
し
く
本
願
力
高
揚
の
究
極
に
お
い
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

浄
土
教
の
浄
土
教
た
る
所
以
が
、
こ
こ
に
悪
人
正
機
説
と
し
て
顕
示
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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