
蓮
如
上
人
（
一
四
一
五
～
一
四

九
九
）
は
「
後
生
の
一
大
事
、
油

断
あ
る
ま
じ
く
候
」
と
仰
せ
ら
れ

ま
し
た
。
後
生
と
は
死
後
の
生
こ

と
で
、
死
後
ど
こ
へ
い
く
の
か
と

い
う
問
題
で
す
。

（

）

仏
教
で
は
仏
に
な
る
因

タ
ネ

が
な
け
れ
ば
、
今
ま
で
さ
ま
ざ
ま

な
善
悪
の
行
い
を
重
ね
て
き
た
行

い
（
業
）
の
結
果
は
死
ん
だ
ら
消

え
な
く
て
続
い
て
い
き
、
そ
の
業

の
内
容
に
よ
っ
て
次
に
生
ま
れ
る

領
域
が
決
ま
る
と
説
か
れ
て
い
ま

す
。曽

我
量
深
師
（
一
八
七
五
～
一

九
七
一
）
の
講
話
の
中
に

「
前
世
に
業
を
作
る
と
、
そ
の
業

は
命
終
わ
っ
て
も
尽
き
な
い
。
業

が
生
き
て
い
る
。
肉
体
が
死
ん
で

、

。

も

業
は
死
な
な
い
も
の
で
あ
る

そ
の
業
が
さ
ら
に
次
の
か
ら
だ
を

。

。

作
っ
て
ゆ
く

生
み
だ
し
て
ゆ
く

過
去
に
し
た
と
こ
ろ
の
、
善
な
ら

善
、
悪
な
ら
悪
、
善
で
も
悪
で
も

│
│
そ
の
過
去
の
善
悪
の
業
が
、

。

体
の
命
尽
き
て
も
業
は
尽
き
な
い

、

、

そ
う
し
て

業
を
果
た
す
た
め
に

新
た
に
か
ら
だ
が
で
き
て
ゆ
く
」

「
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
過
去
の
業

と
現
在
の
生
活
と
の
間
に
、
何
も

記
憶
の
つ
な
が
り
が
な
い
。
だ
か

ら
、
過
去
の
連
続
と
い
う
も
の
は

な
い
。
は
っ
き
り
し
た
も
の
は
自

分
に
は
な
い
が
、
私
ど
も
に
は
ち

ゃ
ん
と
宿
業
と
い
う
も
の
が
あ
っ

て
、
次
の
生
を
受
け
る
こ
と
に
な

れ
ば
、
前
世
の
生
と
現
在
の
生
と

」

の
間
に
連
続
と
い
う
も
の
が
あ
る

（

曽
我
量
深
講
話
録
二
）

「

と
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ま
で
の
善
悪
の
行
い
に
よ

っ
て
死
後
に
ど
の
よ
う
な
領
域
が

現
出
す
る
か
に
つ
い
て
五
道
と
か

六
道
と
か
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
悪
業
が
多
け
れ
ば
、
三

悪
道
と
い
っ
て
地
獄
道
・
餓
鬼
道

・
畜
生
道
と
い
っ
た
苦
し
み
の
領

域
が
現
れ
る
。
ま
た
善
業
が
多
け

れ
ば
天
上
道
な
り
人
間
道
な
り
の

楽
の
多
い
、
あ
る
い
は
苦
楽
半
ば

す
る
よ
う
な
境
界
に
が
現
れ
る
。

人
間
は
善
な
る
行
為
よ
り
も
悪

の
行
為
が
多
い
の
で
、
そ
の
ま
ま

で
は
死
し
て
三
悪
道
に
落
ち
る
し

か
な
い
か
ら
、
早
く
後
生
を
問
題

に
し
て
仏
法
を
聞
き
な
さ
い
と
蓮

如
上
人
は
教
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

上
人
の
「
御
文
」
一
帖
目
（
一
の

八
）
に
は

、

「
そ
も
そ
も
人
界
の
生
を
う
け
て

あ
い
が
た
き
仏
法
に
す
で
に
あ
え

る
身
が
、
い
た
ず
ら
に
む
な
し
く

捺
落
（

）
に
し
ず
ま
ん
は
、

地
獄

な

ら

く

ま
こ
と
に
も
っ
て
あ
さ
ま
し
き
こ

」

と
に
は
あ
ら
ず
や

と
仰
せ
ら
れ
、
早
く
仏
法
を
聞
い

て
ア
ミ
ダ
仏
の
御
助
け
に
あ
わ
せ

て
頂
き
な
さ
い
と
お
勧
め
下
さ
っ

て
い
ま
す
。

蓮
如
上
人
は
十
五
世
紀
の
方
で

す
か
ら
、
こ
う
し
た
説
法
は
多
く

の
人
に
影
響
を
与
え
熱
心
に
仏
法

を
聴
く
人
が
現
れ
た
の
で
し
た
。

現
代
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
後

生
を
問
題
に
す
る
人
が
少
な
い
状

態
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
「
私
は
一
体
何

処
へ
行
く
の
か
。
死
し
て
ど
う
な

る
の
か
」
と
い
う
問
題
そ
の
も
の

は
、
何
時
の
時
代
に
も
ど
の
国
の

人
に
お
い
て
も
、
ど
こ
ま
で
も
人

間
に
ひ
っ
つ
い
て
い
る
根
源
的
な

問
題
、
苦
し
み
や
不
安
の
も
と
に

な
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
こ
と
に

変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
は
こ
の
よ
う
な
後
生
（
後
の

）

、

世

が
問
題
に
な
ら
な
い
場
合
は

宗
教
は
私
た
ち
に
は
関
係
が
無
い

の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

真
の
宗
教
は
、
現
在
只
今
の
生

の
基
本
に
あ
る
問
題
へ
の
答
え
で

も
あ
る
の
で
す
。

そ
の
生
の
基
本
に
あ
る
問
題
と

い
う
の
は
、
誰
に
で
も
あ
る
の
で

す
が
大
抵
は
そ
れ
に
気
が
つ
か
な

い
で
そ
の
ま
ま
や
り
過
ご
し
て
い

る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

死
し
て
ど
う
な
る
か
と
い
う
の

で
な
く
て
、
今
現
在
の
生
が
、
何

か
居
り
場
が
な
い
と
い
う
か
、
う

つ
ろ
で
あ
る
と
い
う
か
、
足
が
大

地
に
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
か
、

そ
う
い
う
よ
う
な
問
題
は
誰
で
も
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あ
る
の
で
す
。

そ
し
て
こ
の
問
題
が
心
理
的
に

も
気
分
的
に
も
非
常
に
や
っ
か
い

な
問
題
と
し
て
日
常
生
活
に
露
わ

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

学
生
の
頃
ご
講
義
を
聴
か
せ
て

頂
い
た
先
生
に
西
谷
啓
治
先
生

一
（

九
〇
〇
～
一
九
九
〇
）
と
い
う
お

方
が
居
ら
れ
ま
し
た
。
先
生
は
こ

う
し
た
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
若
き

日
の
こ
と
を
八
木
誠
一
先
生
（
一

九
三
二
～
）
と
の
対
談
（

直
接
経

『

験
』
春
秋
社
）
の
な
か
で
、
こ
う

仰
っ
て
い
ま
す
。

「
や
っ
ぱ
り
自
分
と
し
て
は
、
し

。

ょ
っ
ち
ゅ
う
そ
れ
が
問
題
に
な
る

ハ
エ
が
ね
、
ガ
ラ
ス
に
ぶ
つ
か
っ

て
、
で
ら
れ
な
い
。
あ
れ
に
ち
ょ

っ
と
似
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
、

ガ
ラ
ス
が
一
枚
、
間
に
あ
る
と
い

う
こ
と
。
ど
こ
か
一
番
基
本
的
な

付
け
根
の
と
こ
ろ
に
ね
、
ど
こ
か

こ
う
、
透
明
な
境
が
あ
る
。
境
い

目
が
あ
る
っ
て
い
う
の
か
な
。
足

が
地
に
つ
い
て
い
な
い
っ
て
い
う

の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
う

ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
感
じ
で

す
ね
。
論
理
内
の
問
題
と
い
う
ん

じ
ゃ
な
し
に
ね
。
こ
れ
、
ど
う
言

う
の
か
な
。
自
分
の
生
き
て
い
く

と
い
う
こ
と
の
根
本
の
と
こ
ろ
で

の
問
題
と
い
う
こ
と
。

結
局
禅
（
相
国
寺
の
禅
道
場
）

に
行
っ
て
、
坐
る
と
い
う
だ
け
だ

っ
た
で
す
ね
。
そ
れ
で
足
が
地
に

つ
い
て
い
な
い
と
い
う
感
じ
は
、

と
れ
ち
ゃ
い
ま
し
た
ね
」

と
。こ

の
話
を
八
木
先
生
は
こ
の
本

（
『

』
）

「

」

直
接
経
験

の

あ
と
が
き

に「
西
谷
啓
治
先
生
は
私
と
の
対
話

の
折
、
学
生
時
代
に
哲
学
を
学
ん

で
い
る
と
き
は
、
な
に
か
自
分
が

ガ
ラ
ス
を
隔
て
て
事
物
に
接
し
て

へ
だ

い
る
、
足
の
裏
と
地
面
の
間
に
隙

間
が
あ
る
、
と
い
う
感
じ
に
苦
し

め
ら
れ
て
い
た
が
、
禅
に
参
じ
て

そ
れ
が
と
れ
た
、
そ
れ
は
直
接
経

験
に
直
接
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ

っ
た
、
と
大
変
印
象
的
な
こ
と
を

語
ら
れ
た
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

西
谷
先
生
が
学
生
時
代
に
「
な

に
か
自
分
が
ガ
ラ
ス
を
隔
て
て
事

物
に
接
し
て
い
る
、
足
の
裏
と
地

面
の
間
に
隙
間
が
あ
る
、
と
い
う

す
き

ま

」

、

感
じ
に
苦
し
め
ら
れ
た

と
い
う

こ
う
い
う
感
覚
い
わ
ば
、
生
活
全

、

体
が
大
地
に
足
が
付
い
て
い
な
い

な
に
か
そ
こ
か
ら
隔
離
さ
れ
閉
じ

か
く

り

込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
に

な
っ
て
苦
し
ま
れ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
れ
は
だ
れ
で
も
あ
り
得

ま
す
。

そ
し
て
、
や
は
り
こ
う
い
う
問

題
に
ぶ
つ
か
ら
れ
、
そ
の
解
決
を

真
剣
に
求
め
ら
れ
た
方
に
滝
沢
克

己
先
生
（
一
九
〇
九
か
ら
一
九
八

四
）
が
い
ま
す
。
先
生
は

「
十
二
歳
に
な
っ
た
頃
、
わ
た
し

は
あ
る
日
不
意
に
、
自
分
は
そ
も

そ
も
何
も
の
な
の
か
、
こ
の
わ
た

し
は
も
と
も
と
ど
こ
か
ら
来
て
、

と
ど
の
つ
ま
り
は
ど
こ
へ
行
く
の

か

（

滝
沢
克
己
著
作
年
譜

）

」
「

」

と
い
う
問
題
意
識
を
持
た
れ
、
そ

れ
が
づ
っ
と
続
い
て

「
す
べ
て
が
、
ど
こ
か
宙
に
浮
い

て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
し
た
。
実

在
感
は
わ
た
く
し
か
ら
消
え
て
、

。

二
度
と
還
っ
て
来
ま
せ
ん
で
し
た

わ
た
く
し
は
ま
た
、
わ
た
く
し
の

友
だ
ち
と
も
そ
れ
ま
で
ど
お
り
交

わ
り
は
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
生

活
の
根
底
で
は
、
ま
っ
た
く
独
り

き
り
で
し
た
。
ち
ょ
う
ど
堅
く
て

厚
い
ガ
ラ
ス
の
壁
が
か
れ
ら
す
べ

て
、
周
囲
の
世
界
全
体
と
わ
た
く

し
の
あ
い
だ
に
立
ち
は
だ
か
っ
て

で
も
い
る
よ
う
で
し
た
。
な
ぜ
そ

ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
わ
た

く
し
に
は
ま
る
で
分
か
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
事
実
そ
れ
は
わ
た
く

し
に
起
こ
っ
た
の
で
し
た
。
わ
た

く
し
は
ど
う
し
て
も
そ
の
奇
怪
な

状
態
か
ら
脱
け
出
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た

（

滝
沢
克
己
著

」
「

作
年
譜

）
」

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
滝
沢
先
生
は
西
田
幾
多

郎
博
士
の
論
文
を
真
剣
に
読
ま
れ

ま
し
た
。
毎
日
毎
日
読
ん
で
考
え

る
生
活
が
続
き
ま
し
た
。
読
ん
で

も
読
ん
で
も
考
え
て
も
考
え
て
も

分
か
ら
な
く
て
寝
込
む
こ
と
も
あ

。

、

っ
た
よ
う
で
す

そ
れ
が
あ
る
日

自
分
が
す
で
に
お
か
れ
て
い
る
基

本
的
な
場
所
に
ふ
い
と
気
が
つ
か

れ
て
こ
の
苦
し
み
か
ら
脱
却
さ
れ

ま
し
た
。

西
谷
先
生
も
滝
沢
先
生
も
、
特

別
な
こ
と
を
し
た
か
ら
そ
う
い
う

問
題
が
起
こ
っ
た
と
い
う
の
で
は

な
く
て
、
自
分
の
人
生
を
考
え
て

い
る
中
で
、
自
分
と
世
界
と
が
隔

て
ら
れ
て
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
、
非
常
に
う
っ
と
う
し
い

感
じ
に
な
ら
れ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
こ
の
問
題
が
解
決
し

な
く
て
は
真
に
生
き
る
こ
と
が
出

来
な
い
と
い
う
状
況
に
な
ら
れ
た

の
だ
と
伺
い
ま
す
。

実
は
筆
者
が
こ
う
い
う
先
生
方

の
若
き
日
に
ぶ
つ
か
っ
た
問
題
を

知
っ
た
の
は
だ
い
ぶ
後
の
こ
と
で

し
た
が
、
こ
の
先
生
方
の
告
白
を

聞
い
て
び
っ
く
り
し
た
の
で
す
。

西
谷
・
八
木
・
滝
沢
の
各
先
生

は
自
覚
も
知
能
も
知
識
も
筆
者
に

、

と
っ
て
は
ま
さ
に
雲
の
上
の
人
で

世
界
的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
宗

教
哲
学
者
た
ち
で
す
が
、
先
生
方

の
経
験
さ
れ
た
苦
悩
は
筆
者
自
身

が
若
い
と
き
持
ち
続
け
た
の
と
ほ

ぼ
同
じ
苦
し
み
で
し
た
。

、『

』

ず
っ
と
以
前

仏
に
遇
う
ま
で

と
い
う
小
著
に
若
き
頃
の
こ
と
を

綴
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
高
校

時
代
の
こ
と
で
す
が
、

「
こ
う
い
う
内
な
る
問
題
が
私
に

起
こ
り
、
先
人
の
書
を
読
み
進
ん

で
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と

同
時
に
、
ど
う
い
う
わ
け
か
私
の

外
の
世
界
と
内
心
の
世
界
が
乖
離

か
い

り

し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
に
な
っ
て

。

、

い
っ
た

自
分
と
周
囲
と
の
間
に

ガ
ラ
ス
の
よ
う
な
目
に
見
え
ぬ
意

識
の
壁
が
あ
っ
て
、
外
界
の
人
や

物
に
対
し
て
生
き
生
き
と
し
た
実

感
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
う
っ

と
う
し
さ
が
増
し
て
い
き
、
自
分

、

と
世
界
と
の
分
離
意
識
に
よ
っ
て

な
ぜ
か
分
か
ら
ぬ
ま
ま
、
非
常
に

寂
し
い
感
じ
で
日
々
を
送
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
」

と
、
そ
の
頃
の
こ
と
を
書
き
ま
し

た
。こ

う
い
う
問
題
は
自
分
だ
け
の

特
殊
な
問
題
か
と
当
時
思
っ
て
い

ま
し
た
の
で
、
は
か
ら
ず
も
西
谷

・
滝
沢
先
生
も
同
じ
よ
う
な
苦
し

み
を
経
験
さ
れ
た
こ
と
に
驚
い
た

の
で
す
。

で
す
か
ら
こ
う
い
う
状
況
は
人

間
の
素
質
や
知
能
や
人
徳
の
質
に

関
係
な
く
、
誰
に
で
も
起
こ
り
う

る
人
生
の
基
本
的
な
問
題
だ
と
思

い
ま
す
。
し
か
も
ど
う
し
て
も
解

決
を
求
め
な
く
て
は
生
き
ら
れ
な



い
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
後
生

の
一
大
事
の
問
題
」
だ
と
思
う
の

で
す
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
人
生
そ
の
も

の
が
問
題
に
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ

に
起
こ
っ
て
来
た
感
覚
で
あ
り
気

分
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
な

ぜ
そ
う
な
る
の
か
今
も
分
か
り
ま

せ
ん
。
た
だ
誰
に
で
も
起
こ
り
う

る
生
活
感
覚
・
人
生
感
覚
だ
と
思

い
ま
す
。
し
か
も
脱
却
し
が
た
い

根
本
気
分
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で

す
。筆

者
は
大
変
愚
鈍
な
者
で
す
か

ら
脱
却
す
る
の
に
か
な
り
年
月
が

か
か
り
ま
し
た
が
、
称
名
念
仏
と

そ
の
聞
思
に
よ
っ
て
は
か
ら
ず
も

出
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
う
い
う
問
題
は
ど
う
し
て
も

解
決
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
か
ら
、
こ
れ
も
「
後
生
の
一

大
事
」
だ
と
い
っ
て
い
い
と
思
い

ま
す
。

（
了
）

〈

〉

遠
方
法
話
予
定

○
十
二
月
十
五
日
（
夜
）
か
ら
十
六
日

午
後
迄
。
姫
路
市
。
西
源
寺
。

○
二
月
十
九
日
。
名
古
屋
。
高
畑
聞
法

会
館
。
午
前
十
時
よ
り
法
話
・
座
談

（

）

詳
し
く
は
念
佛
寺
に
お
尋
ね
下
さ
い

無
碍
光
仏
の
ひ
か
り
に
は

清
浄
歓
喜
智
慧
光

そ
の
徳
不
可
思
議
に
し
て

十
方
諸
有
を
利
益
せ
り

（
大
経
和
讃
）

現
代
語
訳
（
無
碍
光
仏
の
光
明
に

は

清

浄

・
歓
喜
・
智
慧
等
の
光

し
ょ
う
じ
ょ
う

が
あ
っ
て
、
そ
の
光
明
の
徳
は
不

思
議
の
働
き
を
具
え
、
す
べ
て
の

衆
生
の
煩
悩
を
除
き
、
さ
と
り
に

至
ら
し
め
る
）

＊

＊

「
無
碍
光
仏
と
は
」

Ｎ

む

げ

「
ア
ミ
ダ
仏
の
こ
と
で
す
。
報

Ｄ身
の
ア
ミ
ダ
仏
の
働
き
は
心
の
光

と
し
て
、
先
ず
は
私
た
ち
の
心
に

働
き
か
け
て
下
さ
る
。
こ
の
働
き

は
無
量
の
徳
を
も
っ
た
心
の
働
き

で
す
が
、
そ
れ
を
大
経
で
は
十
二

光
と
し
て
、
代
表
せ
し
め
て
説
か

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
無
碍

光
と
い
わ
れ
ま
す
」

「
十
二
光
と
は
」

Ｎ
「
大
無
量
寿
経
に

Ｄ無
量
寿
仏
を
、
無
量
光
仏
・
無
辺

光
仏
・
無
碍
光
仏
・
無
対
光
仏
・
焔え

ん

王
光
仏
・
清
浄
光
仏
・
歓
喜
光
仏
・

智
慧
光
仏
・
不
断
光
仏
・
難
思
光

仏
・
無
称
光
仏
・
超
日
月
光
仏
と

。

号
す

ご
うと

説
か
れ
て
い
ま
す
」

「
こ
の
ご
和
讃
で
は
、
無
碍
光

Ｎの
働
き
が
清
浄
・
歓
喜
・
智
慧
光

と
し
て
私
た
ち
を
利
益
し
て
下
さ

る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
ね
」

「
え
え
、
聖
人
は
十
二
光
の
中

Ｄで
無
碍
光
を
ア
ミ
ダ
仏
の
お
徳
の

な
か
で
こ
と
に
有
難
い
光
明
と
受

け
取
っ
て
お
ら
れ
、
こ
の
無
碍
光

は
衆
生
の
煩
悩
・
悪
業
に
さ
わ
り

な
く
衆
生
を
摂
め
取
っ
て
救
う
て

下
さ
る
大
悲
の
お
心
で
あ
る
、
と

と
も
に
清
浄
光
・
歓
喜
光
・
智
慧

光
の
お
徳
が
あ
っ
て
衆
生
に
恵
み

を
与
え
て
下
さ
る
と
い
わ
れ
る
の

で
あ
り
ま
し
ょ
う
」

「
こ
う
し
た
恵
み
は
大
無
量
寿

Ｎ経
で
は
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い

ま
す
か
」

「
そ
れ
は
、

Ｄ
そ
れ
衆
生
あ
り
て
、
こ
の
光
に
遇

え
ば
、
三
垢
消
滅
し
、
身
意
柔
軟

に
ゅ
う

に
し
て
、
歓
喜
踊
躍
し
善
心
を
こ

ゆ

や

く

こ
に
生
ず
。
も
し
三
塗
・
勤
苦
の
処

に
あ
り
て
こ
の
光
明
を
見
た
て
ま
つ

れ
ば
、
み
な
休
息
す
る
こ
と
を
得

て
、
ま
た
苦
悩
な
け
ん
。
寿
終
わ
り

て
後
、み
な
解
脱
を
蒙
る
。

こ
う
む

と
説
か
れ
て
い
ま
す
」

「

」

Ｎ

こ
こ
で
清
浄
光
の
利
益
と
は

「
三
垢
消
滅
し
、
と
説
か
れ
て

Ｄい
ま
す
が
、
三
垢
と
は
貪
欲
と
瞋

恚
と
愚
癡
の
罪
で
す
。
清
浄
光
は

私
た
ち
の
貪
欲
は
罪
で
あ
る
と
お

知
ら
せ
下
さ
り
、
貪
欲
の
罪
を
浄

化
し
て
下
さ
る
働
き
で
す
」

「
歓
喜
光
と
は
」

Ｎ
「
怒
り
の
心
は
罪
で
あ
る
と
知

Ｄら
せ
て
下
さ
り
、
瞋
恚
の
罪
を
浄

化
し
て
下
さ
る
働
き
で
す
」

「
智
慧
光
と
は
」

Ｎ

自
己
中
心
的
な
物
の
見
方

愚

Ｄ
「

（

癡
）
を
罪
と
知
ら
せ
て
下
さ
り
、

愚
癡
を
智
慧
に
転
換
せ
し
め
て
下

さ
る
働
き
で
す
。
そ
れ
は
ま
た
、

私
た
ち
に
念
仏
を
信
じ
る
信
心
を

起
こ
し
て
仏
に
な
る
べ
き
身
に
し

て
下
さ
る
働
き
で
す
」

「

〈

、

Ｎ

経
文
の

身
意
柔
軟
に
し
て

。

歓
喜
踊
躍
し
善
心
を
こ
こ
に
生
ず

云
々
〉

」

は
お
よ
そ
ど
う
い
う
意
味
で
す
か

「
ア
ミ
ダ
の
光
明
に
遇
え
ば
、

Ｄ私
た
ち
は
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
癡
の

し
ん

に

ぐ

ち

、

塊
で
あ
る
と
知
ら
せ
て
下
さ
っ
て

そ
の
罪
を
浄
化
せ
し
め
ら
れ
て
い

き
、
私
た
ち
の
身
も
心
も
軟
ら
か

く
な
り
、
喜
び
が
起
こ
り
、
善
に

向
か
お
う
と
す
る
心
が
起
る
。
も

し
三
塗
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
）

ず

と
い
う
苦
し
み
の
境
界
の
中
に
い

る
衆
生
で
も
、
こ
の
ア
ミ
ダ
仏
の

光
に
遇
え
ば
、
苦
し
み
の
中
に
光

を
見
出
し
そ
こ
に
居
り
場
を
あ
た

え
ら
れ
安
ら
ぎ
が
恵
ま
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
寿
命
が
尽
き
れ

ば
浄
土
に
生
ま
れ
て
、
仏
の
お
悟

り
（
解
脱
）
を
完
成
す
る
こ
と
が

出
来
る
、

と
い
う
意
味
だ
と
お
聴
き
し
て
い

ま
す
」

「
有
難
い
で
す
ね
」

Ｎ
「
南
無
阿
弥
陀
仏
に
は
そ
れ
ほ

Ｄど
の
功
徳
が
あ
る
の
で
す
よ
、
と

釈
尊
が
仰
せ
下
さ
っ
て
い
る
の
で

す
。
そ
の
よ
う
な
南
無
阿
弥
陀
仏

に
あ
い
、
そ
れ
ほ
ど
の
功
徳
の
南

、

無
阿
弥
陀
仏
を
い
た
だ
き
な
が
ら

宿
業
の
深
い
私
は
少
し
し
か
こ
う

し
た
功
徳
を
感
じ
て
い
ま
せ
ん
。

愚
鈍
な
の
で
す
ね
。
七
高
僧
や
宗

祖
、
の
み
な
ら
ず
妙
好
人
た
ち
は

こ
の
功
徳
を
十
分
に
い
た
だ
い
て

お
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
」

そ
の
徳
不
可
思
議
に

Ｎ
「
で
は
〈

〉
と

し
て
十
方
諸
有
を
利
益
せ
り

は
」「

無
碍
光
の
光
は
こ
の
よ
う
に

Ｄ私
た
ち
の
思
い
の
及
ば
な
い
よ
う

な
不
思
議
な
有
難
い
お
徳
で
あ
っ

て
、
迷
い
苦
し
ん
で
い
る
全
て
の

衆
生
に
働
き
か
け
て
、
上
の
よ
う

、

な
広
大
な
恵
み
を
与
え
て
下
さ
る

無
碍
光
仏
の
ひ
か
り
に
は

（
和
讚
問
答
）



と
の
お
心
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」

「
諸
有
と
は
」

Ｎ
「
迷
い
の
世
界
を
流
転
し
続
け

Ｄて
い
る
存
在
（
衆
生
）
と
い
う
意

味
で
す
」

「
そ
の
諸
有
な
る
私
た
ち
に
罪

Ｎ

、

、

を
罪
と
知
ら
し
め

信
心
に
導
き

罪
を
浄
化
し
安
ら
ぎ
を
与
え
、
終

に
は
仏
に
し
て
下
さ
る
そ
う
い
う

利
益
を
尽
十
方
の
無
碍
光
仏
（
ア

ミ
ダ
仏
）
は
与
え
て
下
さ
る
の
で

す
ね
」

「
え
え
そ
う
で
す
」

（
了
）

Ｄ

『
松
並
松
五
郎
念
仏
語
録
』
よ

り
松
並
さ
ん
の
歌
を
味
わ
っ
て
み

ま
す
。＊

＊

え
ぬ
み
親
に
あ
い
た
い
時
は

見

六
字
称
え
て
声
で
あ
う

ほ
ん
に
念
え
ば
有
難
や

ア
ミ
ダ
仏
は
見
え
な
い
。
い
の

ち
は
か
り
な
く
、
光
は
か
り
な
き

は
た
ら
き
で
あ
る
ア
ミ
ダ
仏
が
見

え
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
見
え

る
物
は
有
限
な
か
ぎ
り
あ
る
も
の

で
あ
り
ま
す
。
目
の
前
に
見
え
て

い
る
イ
ス
も
机
も
肉
体
も
あ
る
い

は
月
も
、
見
え
て
い
る
物
は
み
な

。

生
ま
れ
て
ほ
ろ
び
ゆ
く
も
の
で
す

ア
ミ
ダ
仏
は
い
の
ち
と
い
っ
て

も
物
質
的
な
生
命
に
限
定
さ
れ
な

い
。
光
（
智
慧
と
慈
悲
）
の
徳
を

も
て
る
あ
た
た
か
い
量
り
な
き
い

の
ち
で
す
。

慈
悲
深
き
ア
ミ
ダ
仏
は
ご
自
身

を
一
切
衆
生
の
上
に
表
し
て
、
そ

の
働
き
を
知
ら
せ
て
下
さ
る

『
正

。

』

「

」

信
偈

に
は

重
誓
名
声
聞
十
方

（
重
ね
て
誓
う
ら
く
は
名
声
十
方

）

、

に
聞
こ
え
ん
と

と
あ
り
ま
す
が

名
と
な
り
声
と
な
っ
て
十
方
の
衆

生
に
働
き
か
け
ご
自
身
を
お
知
ら

せ
下
さ
る
。
そ
れ
が
称
え
る
お
念

仏
の
声
で
あ
り
ま
す
。
ア
ミ
ダ
仏

は
私
た
ち
に
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と

称
え
さ
せ
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
聞

か
せ
て
下
さ
る
。
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ

ツ
は
私
の
称
え
る
声
で
す
が
同
時

に
ア
ミ
ダ
仏
の
喚
び
声
で
あ
り
ま

す
。
そ
こ
を
松
並
さ
ん
は

一
人
称
え
て
一
人
で
聞
い
た

母
と
二
人
の
声
が
す
る

ほ
ん
に
念
え
ば
有
難
や

お
も

と
詠
わ
れ
て
い
ま
す
。
念
仏
の
一

声
が
私
の
声
で
あ
り
つ
つ
ア
ミ
ダ

仏
の
声
で
あ
る
。
一
声
の
上
に
母

（
仏
）
と
二
人
の
声
が
す
る
。

念
仏
の
声
に
お
い
て
ア
ミ
ダ
仏

に
あ
う
。
声
で
あ
う
。
こ
れ
が
真

宗
の
大
き
な
特
色
で
す
。
宗
教
は

無
限
な
る
も
の
と
有
限
な
る
者
、

神
と
人
、
仏
と
人
と
の
出
遇
い
で

す
。
こ
れ
な
く
し
て
ま
こ
と
の
宗

教
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
宗
教
の
本
質
が
、
な
ん
と

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
念
仏
す
る
一

。

声
の
と
こ
ろ
に
成
就
す
る
の
で
す

い
か
に
し
て
人
は
仏
（
神
）
に

あ
う
か
。
こ
れ
が
人
間
の
根
本
課

題
で
す
。
と
こ
ろ
が
人
か
ら
は
仏

に
は
あ
え
ま
せ
ん
。
有
限
な
も
の

が
無
限
な
る
も
の
を
つ
か
む
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
有
難
い
こ
と
に
、
無
限

な
る
ア
ミ
ダ
仏
は
私
た
ち
に
、
ア

ミ
ダ
仏
の
方
か
ら
「
あ
い
た
い
、

あ
い
た
い
、
あ
っ
て
親
子
の
名
の

り
を
し
た
い
、
救
い
た
い
」
と
、

と
う
と
う
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号

と
な
っ
て
あ
い
に
き
て
下
さ
る
。

ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
の
声
と
な
っ
て

あ
い
に
き
て
下
さ
っ
て
い
る
。
ど

。

。

、

こ
に

い
ま
こ
こ
に

宿
業
の
身

危
な
い
身
、
煩
悩
の
身
に
あ
い
に

き
て
下
さ
っ
て
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ

と
お
出
ま
し
下
さ
る
。
聞
か
せ
て

下
さ
る
。

こ
の
身
は
一
時
的
な
、
い
つ
終

わ
っ
て
も
文
句
の
い
え
な
い
。
し

か
も
煩
悩
の
湧
き
場
所
で
す
。
こ

の
身
は
今
日
あ
っ
て
明
日
は
な
い

よ
う
な
ぼ
ろ
屋
の
よ
う
な
も
の
。

そ
ん
な
ぼ
ろ
屋
に
ア
ミ
ダ
仏
は
親

と
し
て
、

主

と
し
て
住
ん
で
下
さ

あ
る
じ

る
。
と
も
に
生
き
て
下
さ
る
。

不
思
議
に
出
て
く
る
六
字
の
主
は

今
の
か
ら
だ
に
仮
り
住
居

ほ
ん
に
念
え
ば
有
難
や

い
つ
も
我
家
は
あ
ば
ら
屋
な
れ
ど

内
で
愉
快
の
鼓
打
つ

ゆ

か
い

つ
つ
み

ほ
ん
に
念
え
ば
有
難
や

我
が
い
の
ち
は
し
ば
ら
く
の
物

で
す
。
ア
ミ
ダ
仏
は
こ
の
身
に
訪

れ
て
主
（
主
体
）
と
な
っ
て
仮
住

ま
い
し
て
下
さ
る
。
ま
た
逆
に
、

お
念
仏
の
教
え
に
よ
っ
て
、
こ
の

身
は
煩
悩
の
身
、
危
な
い
身
、
無

常
の
壊
れ
ゆ
く
身
と
知
ら
さ
れ
ま

す
。
お
念
仏
が
な
け
れ
ば
自
分
の

身
体
を
い
つ
ま
で
も
保
ち
続
け
る

こ
と
ば
か
り
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま

い
、
仮
の
も
の
と
知
れ
な
い
。

こ
ん
な
粗
末
な
身
に
ア
ミ
ダ
仏

は
有
難
い
こ
と
に
主
と
な
っ
て
下

さ
っ
て
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
ご
自

身
を
私
に
知
ら
せ
て
下
さ
る
。
煩

悩
の
心
に
お
い
て
南
無
阿
弥
陀
仏

と
鼓
を
打
っ
て
下
さ
る
。
大
悲
ゆ

え
に
。

「
ほ
ん
に
念
え
ば
有
難
や
」
と

「
念
」
と
い
う
字
で
、
称
名
念
仏

と
「
念
ぜ
ら
れ
る
」
を
一
つ
に
表

し
て
下
さ
っ
て
い
る
。
念
仏
す
る

ま
ま
が
ア
ミ
ダ
仏
の
お
心
が
感
じ

ら
れ
念
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

（
了
）

〈
お
知
ら
せ
〉

毎
月
二
日

今
年
か
ぎ
り

に
行
っ
て
お
り
ま
し
た
念
仏
座
談
会
は

と
い
た
し
ま
す
。
来
年
か
ら
は
毎
月
二
日
の
念
仏
座
談
会
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

な
お
、
毎
月
十
二
日
の
座
談
会
は
従
来
通
り
行
い
ま
す
。

（
法
然
聖
人
の
お
言
葉
）

四
国
配
流
か
ら
京
都
に
戻
ら
れ

て
の
法
然
聖
人
の
説
法
の
中
で
次

の
よ
う
に
仰
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
世
路
の
い
と
な
み
は
往
生
の
資

量
と
あ
て
が
い
、
妻
子
眷
属
を
知

、

（

）

識
同
行
と
た
の
み
て

よ
わ
い

齢

の
日
々
に
か
た
ぶ
く
を
ば
、
往
生

の
よ
う
や
く
近
づ
く
ぞ
と
喜
び
、

命
の
夜
々
に
衰
う
る
を
ば
、
穢
土

の
よ
う
や
く
遠
ざ
か
る
と
心
得
、

命
の
終
わ
ら
ん
時
を
生
死
の
終
わ

り
と
あ
て
が
ひ
、
形
を
す
て
ん
時

を
苦
悩
の
終
わ
り
と
期
し
」

＊

極
楽
は

日
に
日
に

近
く
な
り
に
け
り

あ
は
れ
う
れ
し
き

老
い
の
暮
れ
か
な

（
伝
・
法
然
聖
人
の
歌
）

信
心
夜
話


