
日
蓮
聖
人
の
罪
意
識
に
お
け
る

一
考
察

鏡

は
じ
め

に

罪
の
自
覚
と
そ
れ
を
ど
う
克
服
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
根
本
的
な
人
間
存
在
に
関
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
宗
教
の
原

点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
が
己
の
罪
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
宗
教
と
い
う
救
済
の
道
が
開
か
れ
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
信
仰
の
出

発
点
と
も
言
え
る
。
罪
意
識
の
欠
如
は
、
信
仰
心
の
希
薄
化
に
つ
な
が
る
の
み
な
ら
ず
、
現
実
の
社
会
的
問
題
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し

一
方
で
、
「罪
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
印
象
は

一
般
的
に
暗
く
重
い
も
の
で
あ
り
、
思
念
す
る
こ
と
を
敬
遠
さ
れ
が
ち
な

問
題
で
あ
る
。
殊
に
仏
教
に
お
い
て
は
、
業
に
よ
る
因
呆
応
報
と
い
う
根
本
的
な
考
え
方
の
基
盤
と
な

っ
て
お
り
、
「す
べ
て
は
宿

業
に
よ
っ
て
決
ま

つ
て
し
ま

っ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
諦
め
の
宿
命
論
や
差
別
思
想
と
違
わ
な
い
解
釈
に
陥
る
と
い
う
危
険
性

も
は
ら
ん
で
い
る
。

日
蓮
聖
人
は
法
華
経
を
文
字
の
上
の
、
い
わ
ば
観
念
的
な
思
索
の
対
象
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
己
及
び
現
実
社
会

の
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
照
ら
し
出
す
明
鏡
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
常
に
移
り
ゆ
く
歴
史
的
な
現
実
と

し
て
の
今
、
そ
の
現
在
に
生
き
て
い
る
我
々
を
救
う
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
日
蓮
聖
人
は
、
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我
々
の
深
重
な
る
罪
が
ど
の
よ
う
に
救
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
。
ま
た
、
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
有
す
る
罪
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
な
意
識
を
持
た
れ
て
い
た
の
か
。
日
蓮
聖
人
の
罪
意
識
に
つ
い
て
少
し
く
考
え
て
み
た
い
。
な
お
、
鎌
倉
時
代
と
い
う
同

一
の

時
代
背
景
の
中
で
、
日
蓮
聖
人
の
罪
意
識
は
、
法
然
上
人
や
親
鸞
聖
人
に
比
べ
深
刻
味
が
欠
け
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
さ
れ
て
き
た

こ
と
も
念
頭
に
置
き
考
察
を
進
め
た
に
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
既
に
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
ら
の
研
究
成
果
に
負
い
な
が
ら
、
特
に
罪
の
自
覚
と
滅
罪
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

二
、
生
活
の
中
で
の
罪
に
つ
い
て

日
蓮
聖
人
は
、
承
久
の
乱
の
翌
年
に
誕
生
さ
れ
、
中
世
武
家
社
会
が
定
着
し
始
め
た
時
代
を
生
き
て
こ
ら
れ
た
。
当
時
の
日
本
は

『立
正
安
国
論
』
に
説
か
れ
る
よ
う
に
、
天
変
地
異
、
飢
饉
疫
病
な
ど
が
打
ち
続
き
、
人
々
は
悲
し
み
と
苦
し
み
の
な
か
で
生
活
し

て
い
た
。
強
盗
や
強
姦
、
殺
人
な
ど
が
日
常
頻
繁
に
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
建
治
四
年
に
著
さ
れ
た

『松
野
殿

御
返
事
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

営
世
の
性
こ
そ
哀
れ
に
候
へ
。
日
本
国
数
年
の
間
、
打
チ
続
き
け
か
ち
ゆ
き

ゝ
て
衣
食
た
へ
、
畜
る
ひ
を
ば
食

つ
く
し
、
結
句
人
を

く
ら
う
者
出
来
し
て
、
或
は
死
人

・
或
は
小
児

・
或
は
病
人
等
の
肉
を
裂
取
て
、
魚
鹿
等
に
加

へ
て
売
り
し
か
ば
人
是
を
買
ヒく

へ
り
。

此
国
存
の
外
に
大
悪
鬼
と
な
れ
り
。

現
実
の
問
題
に
ど
う
対
処
す
る
か
経
典
に
答
え
を
求
め
ら
れ
た
日
蓮
聖
人
は
、
こ
の
よ
う
な
苦
海
に
身
を
置
か
れ
る
中
で
、
人
間

存
在
の
罪
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
っ
当
時
の
生
活
の
中
で
の
罪
に
つ
い
て
ま
ず
考
え
た
い
。

日
蓮
聖
人
が
生
き
て
こ
ら
れ
た
時
代
の
荷
担
者
は
武
士
で
あ
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
信
者
に
も
武
士
が
多
い
。
武
家
社
会
に
お
け
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る
倫
理
に
つ
い
て

『講
座
日
本
文
化
史
』
に
は
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

「武
者
の
家
に
生
ま
れ
て
軍
す
る
は
法
な
り
、
敵
の
陣
に
向
か
っ
て
命
を
お
し
む
は
人
な
ら
ず
」
と
い
う
武
士
の
倫
理
が
要
求

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

中
世
武
士
の
基
本
的
倫
理
は
家
族
倫
理
と
主
従
倫
理
で
あ
り
、
こ
の
両
者
に
優
越
す
る
倫
理
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
武
士
で
あ
る
以
上
、
殺
人
と
い
う
非
人
道
的
な
行
い
を
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
自
ら
も
常
に
生
命
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ

て
い
た
。　
一
方

『光
日
房
御
書
』
に
は
、
光
日
尼
の
息
子
で
あ
る
弥
四
郎
の
罪
意
識
が
み
ら
れ
る
。

世
間
無
常
な
り
、
い
つ
と
申
ス事
を
し
ら
ず
。
其
上
、
武
士
に
身
を
ま
か
せ
た
る
身
な
り
。
又
、
ち
か
く
申
ンか
け
ら
れ
て
候
事
、

の
が
れ
が
た
し
。
さ
る
に
て
は
後
生
こ
そ
を
そ
ろ
し
く
候

へ
、
た
す
け
さ
せ
給

へ
。

「近
い
う
ち
に
戦
が
あ
り
、
武
士
で
あ
る
私
は
人
を
殺
す
こ
と
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
助
け
て
欲
し
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
弥

四
郎
の
罪
の
自
覚
に
よ
っ
て
救
済
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
人
間
で
あ
る
以
上

「死
」
に
対
す
る
恐
怖
、
「殺
人
」

に
対
す
る
罪
の
意
識
は
免
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
い
く
ら
主
従
倫
理
を
重
ん
じ
、
「忠
」
「義
」
を
美
徳
と
し
よ
う
と
も
、
こ
こ
に
み

ら
れ
る
よ
う
な
武
士
の
心
情
は
、
極
め
て
自
然
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
日
蓮
聖
人
は
、
こ
の
よ
う
に
当
時
の
苦
し
い
時
代
で
悩
む

人
々
そ
の
一
人

一
人
を
ど
う
し
た
ら
救
え
る
か
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
時
代
は
末
法
闘
静
堅
固
の
時
、
衆
生
は
下
根
下
機
、
無
智
悪
逆
の
悪
人
で
あ
る
。
『南
條
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
に
は
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

我
等
衆
生
は
根
の
鈍
な
る
事
す
り
は
ん
ど
く
に
も
す
ぎ
、
物
の
い
ろ
か
た
ち
を
わ
き
ま
へ
ざ
る
事
羊
目
の
ご
と
し
。
貪
瞑
癌
き

わ
め
て
あ
つ
く
、
十
悪
は
日
日
に
を
か
し
、
五
逆
を
ば
お
か
さ
ざ
れ
ど
も
五
逆
に
似
た
る
罪
又
日
日
に
お
か
す
。
又
十
悪
五
逆

に
す
ぎ
た
る
謗
法
は
人
毎
に
こ
れ
あ
り
。

日
立
空
人
の
罪
そ
我
に
お
け
る
一
考
慕
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す
な
わ
ち
、
我
等
衆
生
は
、
三
毒
強
盛
に
し
て
物
の
色
形
も
わ
き
ま
え
ら
れ
な
い
愚
者
で
あ
り
、
日
々
に
罪
を
犯
し
て
い
る
と
い

う
。
今
世
末
法
に
お
け
る
衆
生
が
様
々
な
罪
を
お
こ
す
の
は
必
然
的
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
機
根
だ
か
ら
こ
そ
法
華
経
に
よ
る
救
済

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
ら
れ
た
。

そ
の
た
め
、
信
徒
で
あ
る
武
士
に
対
し
て
も
、

こ
の
上
野
の
七
郎
次
郎
は
末
代
の
凡
夫
、
武
士
の
家
に
生
レ
て
悪
人
と
は
申
ス
ベ
け
れ
ど
も
、
心
は
善
人
な
り
。

故
親
父
は
武
士
な
り
し
か
ど
も
、
あ
な
が
ち
に
法
華
経
を
尊
ミ給
ヒ
し
か
ば
、
臨
終
正
念
な
り
け
る
よ
し
う
け
給
ハリ
き
。

と
述
べ
ら
れ
、
武
士
は
人
を
殺
害
す
る
悪
人
で
あ
る
が
、
法
華
経
信
仰
の
故
に
成
仏
は
間
違
い
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
人

を
殺
害
し
た
息
子

（弥
四
郎
）
の
後
生
を
心
配
す
る
光
日
尼
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

蟻
子
を
殺
セ
る
者
は
地
獄
に
入
り
、
死
に
か
ば
ね

（屍
）
を
切
レ
る
者
は
悪
道
を
ま
ぬ
が
れ
ず
。
何
ヵ
二況
ャ
、
人
身
を
う
け
た
る
者

を
こ
ろ
せ
る
人
を
や
。
但
シ大
石
モ海
に
う
か
ぶ
、
船
の
力
な
り
。
大
火
も
き
ゆ
る
事
、
水
の
用
に
あ
ら
ず
や
。
小
罪
な
れ
ど
も
、

懺
悔
せ
ざ
れ
ば
悪
道
を
ま
ぬ
か
れ
ず
。
大
逆
な
れ
ど
も
、
懺
悔
す
れ
ば
罪
き

へ
ぬ
。
（中
略
）
人
の
を
や
は
悪
人
な
れ
ど
も
、

子
、
善
人
な
れ
ば
を
や
の
罪
ゆ
る
す
事
あ
り
。
又
、
子
、
悪
人
な
れ
ど
も
、
親
、
善
人
な
れ
ば
子
の
罪
ゆ
る
さ
る
る
事
あ
り
。

さ
れ
ば
故
弥
四
郎
殿
は
、
設
ヒ
悪
人
な
り
と
も
う
め
る
母
、
釈
迦
仏
の
御
宝
前
に
し
て
昼
夜
な
げ
き
と
ぶ
ら
は
ば
、
争
か
彼
人

う
か
ば
ざ
る
べ
き
。
い
か
に
い
わ
う
や
、
彼
人
は
法
華
経
を
信
じ
た
り
し
か
ば
、
を
や
を
み
ち
び
く
身
と
ぞ
な
ら
れ
て
候
ら
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
蟻
を
殺
し
て
も
死
体
を
切
り
つ
け
て
も
悪
道
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
殺
生
を
働
く
人
間
は
罪
深
い
悪
人
で
あ

る
が
、
懺
悔
し
て
法
華
経
を
信
仰
す
れ
ば
成
仏
で
き
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
法
華
経
に
お
い
て
は
、
罪
を
犯
し
た
悪
人
で

も
成
仏
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
故
に
救
済
の
道
を
自
ら
閉
ざ
し
て
し
ま
う
謗
法
と
い
う
罪
を
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

世
間
の
悪
人
は
魚
鳥
鹿
等
を
殺
し
て
世
路
を
渡
る
。
此
等
は
罪
な
れ
ど
も
仏
法
を
失
ふ
縁
と
は
な
ら
ず
。
懺
悔
を
な
さ
ざ
れ
ば
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三
悪
道
に
い
た
る
。

「仏
法
を
失
う
縁
」
と
な
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
謗
法
罪
で
あ
り
、
『如
説
修
行
砂
』
に
は
、

諸
宗
諸
経
を
取
取
に
信
ず
る
也
。
如
叶
是
ノ
人
を
ば
若
人
不
信
毀
謗
此
経
、
則
断

一
切
世
間
仏
種
、
乃
至
其
人
命
終
入
阿
鼻
獄
と

定
メ給
へ
り
。
此
等
の
を
き
て
の
明
鏡
を
本
と
し
て

一
分
も
た
が
え
ず
、
唯
有

一
乗
法
と
信
ず
る
を
如
説
修
行
の
人
と
は
仏
ハ定
メ

さ
せ
給
へ
り
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
讐
喩
品
の
文
を
あ
げ
て

一
切
世
間
の
仏
種
を
断
ず
る
謗
法
を
第

一
に
戒
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
日
々
の
生
活
の
な
か
で
殺
生
な
ど
の
罪
を
犯
す
人
間
は
悪
人
で
あ
り
、
悪
道
に
至
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
し
か
し

「懺
悔
」
と
い
う
活
路
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
も
法
華
経
誹
謗
と
い
う
罪
が
最
も
重
い
こ
と
が
理
解
で
き

２０
。と

こ
ろ
で
、
日
蓮
聖
人
は
謗
法
罪
の
他
に
も
様
々
な
罪
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
小
稿
に
お
い
て
は
そ
の
一
々
に
言
及
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
原
慣
定
氏
は
、
日
蓮
聖
人
の
御
遺
文
に
見
ら
れ
る
多
種
多
様
の

「罪
」
に
関
す
る
用
語
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討

し
て
い
る
。
特
に

「逆
罪
」
や

「不
孝
」
の
罪
に
関
す
る
用
例
に
つ
い
て
、
時
代
と
の
関
連
に
注
目
し
、
鎌
倉
時
代
の
文
献
資
料
か

ら
も
考
察
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「謗
法
と
は
、
当
事
者
に
は
覚
知
す
る
こ
と
の
困
難
な
宗
教
的
罪
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
時

代
性
の
な
か
で
民
衆
化
さ
れ
て
い
た
逆
罪
や
不
孝
と
い
う
具
体
的
な
罪
の
感
覚
を
媒
介
と
し
て
、
謗
法
罪
の
重
さ
を
実
感
的
に
伝
達

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
逆
罪
な
い
し
不
孝
と
は
宗
教
的
領
域
と
倫
理
的
領
域
と
の
接
点
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
理
解

で
き
る
の
で
あ
る
」
と
論
考
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
法
華
経
に
お
い
て
は
、
五
逆
の
う
ち
の
三
逆
を
犯
し
た
提
婆
達
多
の
成
仏
が
説
か
れ
て
い
る
。
五
逆
罪
は
、
仏
教
を
通

じ
て
根
本
的
な
重
罪
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
日
蓮
聖
人
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

日
乾
空
人
の
罪
そ
我
に
お
け
る
一
考
慕
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法
華
経
の
行
者
を
悪
口
し
、
及
ヒ杖
ヲ
以
テ打
椰
せ
る
も
の
、
其
後
に
懺
悔
せ
り
と
い
え
ど
も
、
罪
い
ま
だ
滅
セず
し
て
、
千
劫
阿

鼻
地
獄
に
堕
チ
た
り
と
見
え
ぬ
。
懺
悔
せ
る
謗
法
の
罪
す
ら
五
逆
罪
に
千
倍
せ
り
。
況
や
懺
悔
せ
ざ
ら
ん
謗
法
に
を
い
て
は
阿

鼻
地
獄
を
出
る
期
か
た
か
る
べ
し
。

常
に
は
五
逆
七
逆
の
罪
人
こ
そ
阿
鼻
地
獄
と
は
定
メ
て
候
に
、
此
は
さ
に
て
は
候
は
ず
。
在
世
滅
後
の

一
切
衆
生
、
阿
弥
陀
経

等
の
四
十
余
年
の
経
々
を
堅
く
執
ン
て
法
華
経

へ
う

つ
ら
ざ
ら
む
と
、
仮
令
法
華
経

へ
入
ル
と
も
本
執
を
捨
テ
ず
し
て
彼
々
の

経
々
を
法
華
経
に
並
て
修
行
せ
ん
人
と
、
又
自
執
の
経
々
を
法
華
経
に
勝
レ
た
り
と
い
は
ん
人
と
、
法
華
経
を
法
の
如
く
修
行

す
と
も
法
華
経
の
行
者
を
恥
辱
せ
ん
者
と
、
此
等
の
諸
人
を
指
ン
つ
め
て
其
人
命
終
入
阿
鼻
獄
と
定
メ
さ
せ
給
ヒ
し
也
。

こ
の
よ
う
な
文
面
は
御
遺
文
中
の
随
所
に
見
ら
れ
、
五
逆
罪
よ
り
謗
法
罪
が
重
い
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
単
に
謗
法
罪
の
重
さ
を
際
だ
た
せ
る
た
め
、　
一
般
的
な
五
逆
罪
を
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
悪
人
の
我
々
が
救

わ
れ
る
か
否
か
と
い
う
点
で
、
謗
法
と
五
逆
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
罪
と
の

一
線
が
引
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
御
遺
文
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『波
木
井
三
郎
殿
御
返
事
』
は
、
佐
渡
流
罪

に
処
せ
ら
れ
た
日
蓮
聖
人
に
対
し
、
「現
世
安
穏
」
の
証
文
に
符
合
し
な
い
こ
と
を
不
信
に
思

っ
た
波
木
井
実
長
の
質
問
に
対
す
る

返
答
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
五
逆
罪
を
犯
し
た
大
悪
人
で
あ
る
阿
閣
世
王
と
提
婆
達
多
が
、
法
華
経
の
功
徳
に

よ
っ
て
救
わ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
後
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

以
け彼
ヲ推
ほ
ル
ニ之
ヲ末
代
ノ
悪
人
等
ノ成
仏
不
成
仏
ハ罪
ぅ
不
レ
依
彰
軽
重
一Ъ

但
此
経
ノ
可
”
任
二
信
不
信
一「

而
ル
ニ貴
辺
ハ武
士
ノ家
ノ仁

昼
夜
殺
生
ノ
悪
人
也
。
不
写
捨
”
家
ヲ至
茸
此
所
一一一以
ン
ヵ何
ナ
ル術
↓
可
叶
脱
撃
玉
心道
↓乎
。
能
々
可
叶
有
動
私
案
一欺
。
法
華
経
乃
心
ハ当

位
即
妙
不
改
本
位
卜
申
孝
不
鮮
捨
斬罪
業
↓成
立
ル仏
道
↓也
。

つ
ま
り
、
「阿
閣
世
王
や
提
婆
達
多
か
ら
推
察
す
る
と
、
今
世
末
法
の
悪
人
が
成
仏
で
き
る
か
否
か
は
罪
の
軽
重
で
は
な
く
、
罪
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を
捨
て
ず
に
仏
道
を
成
ず
る
こ
と
の
で
き
る
法
華
経
を
信
ず
る
か
否
か
で
あ
る
。
武
士
で
あ
る
貴
方
は
、
昼
夜
殺
生
の
悪
人
で
あ
る

の
だ
か
ら
、
三
悪
道
を
免
れ
る
た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
能
々
思
案
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
説
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
末
法
に
お
け
る
衆
生
は
、
三
毒
強
盛

ｏ
下
根
下
機
の
悪
人
で
あ
り
、
十
悪
や
五
逆
と
い
う
重
い
罪
を
犯
す
。
大
切

な
事
は
、
前
述
の
弥
四
郎
の
よ
う
に
己
の
罪
を
自
覚
し
て
懺
悔
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
法
華
経
の
信
仰
が
欠
か
せ
な
い
。

だ
か
ら
こ
そ
日
蓮
聖
人
は
、
生
涯
を
通
じ
全
力
を
も

つ
て
謗
法
を
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

一
切
衆
生
の
成
仏
を
常
に
懇
願

さ
れ
て
い
る
日
蓮
聖
人
の
大
慈
悲
が
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
宿
業
観
に
つ
い
て

次
に
、
過
去
世
に
お
け
る
罪
、
そ
し
て
そ
の
中
で
告
白
さ
れ
る
御
自
身
の
宿
罪
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

法
華
経
に
お
い
て
は
久
遠
劫
の
過
去
世
に
お
い
て
本
仏
釈
尊
が
成
道
し
、
以
来
三
五
の
塵
点
劫
に
わ
た
っ
て
衆
生
を
教
化
さ
れ
て

き
た
こ
と
が
寿
量
品
に
て
明
か
さ
れ
て
い
る
。
天
台
大
師
が
法
華
経
の
超
勝
性
を
明
確
に
す
る
べ
く
創
唱
さ
れ
た
三
種
教
相
の
第
三

「師
弟
の
遠
近
不
遠
近
の
相
」
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
は

『富
木
入
道
殿
御
返
事
』
に
、

日
蓮
が
法
門
は
第
三
の
法
門
也
。
世
間
二粗
如
″
夢
ノ
一
一
一を
ば
申
セ
ど
も
、
第
三
ヲ
ハ不
レ申
サ
候
。
第
三
ノ法
門
は
天
台

・
妙
楽

・

伝
教
も
粗
示
嘘ト
モ之
ヲ未
ン事
了
（。
所
詮
譲
コ与
ヘシ末
法
之
今
一一一也
。
五
々
百
歳
は
是
也
。

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
釈
尊
の
三
世
に
わ
た
る
衆
生
教
化
を
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
型
。

釈
尊
が
過
去
遠
遠
劫
よ
り
衆
生
を
教
化
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
な
ぜ
今
ま
で
救
済
を
受
け
て
成
仏
に
至
ら
ず
、
今
生
に
人
間
と
し

て
生
を
受
け
た
の
か
。
そ
れ
は
、
宿
世
に
お
い
て
法
華
経
を
捨
て
て
退
転
す
る
と
い
う
謗
法
行
為
が
あ

っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

日
立
聖
人
の
罪
そ
裁
に
お
け
る
一
考
慕
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こ
の
点
に
お
い
て
日
蓮
聖
人
の
宿
業
観
が
表
れ
て
く
る
。
こ
こ
で
は
、
信
者
に
対
し
て
信
仰
を
退
転
し
な
い
よ
う
励
ま
さ
れ
た
箇
所

に
注
目
し
た
い
。

ま
ず
、
念
仏
信
者
で
あ
っ
た
南
条
七
郎
に
対
し
て
、

大
通
結
縁
の
者
の
三
千
塵
点
劫
を
、
久
遠
下
種
の
者
の
五
百
塵
点
を
経
し
事
、
大
悪
知
識
に
あ
い
て
法
華
経
を
す
て
て
念
仏
等

の
権
教
に
う
つ
り
し
故
也
。

と
述
べ
ら
れ
、
富
木
常
忍
が
自
身
の
経
典
を
忘
れ
た
時
に
は
、

大
通
結
縁
ノ輩
ハ亡
劣
衣
珠
↓経
ぎ
一千
塵
劫
↓蜘
二掘
シ貧
路
↓。
久
遠
下
種
之
人
ハ亡
劣
良
薬
↓送
弓
五
百
塵
点
↓顛
二倒
セ
リ
三
途
ノ瞼
地
一Ъ

と
説
か
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
池
上
宗
仲
、
宗
長
の
兄
弟

『兄
弟
銹
』
Γ
ハ衛
志
殿
御
返
事
』
に
は
、
池
上
家
の
信
仰
上
の
対
立
と
共
に
、
久
遠
か
ら

の
化
導
を
退
転
し
た
こ
と
に
よ
る
謗
法
罪
に
つ
い
て
多
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

法
華
経
を
す
つ
る
人
は
、
す
つ
る
時
は
さ
し
も
父
母
を
殺
ス
な
ん
ど
の
や
う
に
、
を
び
た
だ
し
く
は
み
へ
候
は
ね
ど
も
、
無
間

地
獄
に
堕
テ
は
多
劫
を
経
候
。
設
父
母
を

一
人
二
人
十
人
百
人
千
人
万
人
十
万
人
百
万
人
億
万
人
な
ん
ど
殺
ンて
候
と
も
、
い
か

ん
が
三
千
塵
点
を
ば
経
候
べ
き
。　
一
仏
二
仏
十
仏
百
仏
千
仏
万
仏
乃
至
億
万
仏
を
殺
シ
た
り
と
も
、
い
か
ん
が
五
百
塵
点
劫
を

ば
経
候
べ
き
。
し
か
る
に
法
華
経
を
す
て
候
け
る
つ
み
に
よ
り
て
、
三
周
の
声
間
が
三
千
塵
点
劫
を
経
、
諸
大
菩
薩
の
五
百
塵

点
劫
を
経
候
け
る
こ
と
を
び
た
だ
し
く
を
ぼ
へ
候
。
（中
略
）
さ
れ
ば
こ
の
法
華
経
は

一
切
の
諸
仏
の
眼
日
、
教
主
釈
尊
の
本

師
な
り
。　
一
字

一
点
も
す
つ
る
人
あ
れ
ば
千
万
の
父
母
を
殺
セ
る
罪
に
も
す
ぎ
、
十
方
の
仏
の
身
よ
り
血
ヲ出
す
罪
に
も
こ
へ
て

候
け
る
ゆ
へ
に
、
三
五
の
塵
点
を
ば
経
候
け
る
な
り
。
此
法
華
経
は
さ
て
を
き
た
て
ま
つ
り
ぬ
。

ま
た
、
兄
宗
仲
が
三
度
目
の
勘
当
を
さ
れ
て
弟
の
宗
長
は
信
仰
心
が
揺
ら
い
だ
時
に
、
「過
去
遠
々
劫
よ
り
法
華
経
を
信
ぜ
し
か
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ど
も
、
仏
に
な
ら
ぬ
事
こ
れ
な
り
」
と
、
そ
の
信
仰
を
励
ま
さ
れ
、
さ
ら
に

『法
華
経
』
常
不
軽
菩
薩
品
の

「億
億
万
劫
よ
り
不
可

議
に
至
り
て
、
時
に
乃
ち
こ
の
法
華
経
を
聞
く
こ
と
を
得
。
億
億
万
劫
よ
り
不
可
議
に
至
り
て
、
諸
仏
世
尊
は
時
に
こ
の
経
を
説
き

た
も
う
。
こ
の
故
に
行
者
は
仏
の
滅
後
に
お
い
て
、
か
く
の
如
き
経
を
聞
き
て
疑
惑
を
生
ず
る
こ
と
な
か
れ
」
の
文
を
挙
げ
て
い
る
。

悪
縁
に
よ
っ
て
法
華
経
の
信
仰
を
退
転
す
る
と
経
文
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
法
華
経
は
億
億
万

劫
の
永
い
時
を
経
て
よ
う
や
く
再
び
聞
く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
、
今
度
こ
そ
絶
対
に
退
転
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
諭
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
三
千
塵
点
劫
、
五
百
億
塵
点
劫
と
い
う
遠
い
過
去
か
ら
の
仏
の
救
済
が
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
華
経
を
退

転
す
る
と
い
う
過
去
世
に
お
け
る
罪
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
北
川
前
肇
氏
は
、
ヨ
一五
の
下
種
結
縁
の
退
転
は
、

謗
法
罪
で
あ
り
、
人
間
存
在
に
関
わ
る
重
い
罪
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
認
識
に
立
脚
さ
れ
た
聖
人
は
、
今
世
に
お
け
る
法
華
経

信
仰
の
貫
徹
に
邁
進
さ
れ
、
不
惜
身
命
を
貫
か
れ
た
の
で
あ
る
」
と
考
察
し
て
い
る
。

ま
た
、
「

谷
入
道
御
書
』
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（２６
）

無
量
劫
よ
り
己
来
六
道
に
沈
冷
し
て
仏
に
な
ら
ざ
る
こ
と
は
、
法
華
経
の
御
た
め
に
身
を
を
し
み
命
を
す
て
ざ
る
ゆ
へ
ぞ
か
し
。

つ
ま
り
、
成
仏
せ
ず
濁
世
末
法
に
人
界
と
し
て
生
を
受
け
た
こ
と
自
体
が
過
去
の
謗
法
罪
を
証
明
し
て
お
り
、
人
間
存
在
そ
の
も

の
が
罪
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
日
蓮
聖
人
の
人
間
存
在
に
か
か
わ
る
深

い
罪
意
識
が
浮
か
び
上

力

っ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
、
佐
渡
流
罪
以
前
に
お
い
て
は
日
蓮
聖
人
御
自
身
の
宿
業
観
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
執
行
海
秀
氏
に
よ
れ
ば
、

「業
思
想
や
、
因
果
論
ま
た
は
六
道
輪
廻
説
は
、
佐
渡
以
前

の
遺
文
中
に
も
珍
し
く
な

い
、
殊
に
伊
豆
配
流
中
に
著
さ
れ
た
と

い
う
、

日
逹
在
人
の
罪
そ
我
に
お
け
る
一
考
慕
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四
恩
砂
や
顕
謗
法
砂
に
は
そ
れ
ら
の
問
題
が
綾
説
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
ま
だ
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
客
観
的
叙
述
の
色

彩
が
強
く
、
聖
人
自
ら
の
罪
意
識
に
根
ざ
す
と
こ
ろ
が
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
聖
人
の
罪
意
識
を
基
調
と
す
る
業
思
想
は
、

龍
口
法
難
よ
り
佐
渡
配
流
を
契
機
と
し
て
、
従
来
の
客
観
的
な
も
の
か
ら
、
自
己
自
身
の
問
題
と
し
て
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い

ヽ^「′。日
蓮
聖
人
は
、
佐
渡
流
罪
に
よ

っ
て
数
数
見
濱
出
と
い
う
経
文
と
の
符
合
を
現
実
の
も
の
と
さ
れ
、
不
軽
菩
薩
と
の
共
通
性
を
見

出
さ
れ
て
い
る
。
佐
渡
に
渡
る
道
中
、
越
後
の
寺
泊
に
て
著
さ
れ
た

『寺
泊
御
書
』
に
は
、

数
々
ト
ハ者
度
々
也
。
日
蓮
濱
出
衆
度
。
流
罪
ハ
一
一度
也
。
法
華
経
ハ
〓
一世
説
法
ノ
儀
式
也
。
過
去
ノ
不
軽
品
ハ今
ノ
勧
持
品
。
今
ノ
勧

持
品
ハ過
去
ノ
不
軽
品
也
。
今
ノ勧
持
品
ハ未
来
可
”為
二
不
軽
品
一。
其
時
ハ日
蓮
ハ即
可
”為
り
不
軽
菩
薩
一。

と
述
べ
ら
れ
、
『顕
仏
未
来
記
』
で
は
、

例
セ
ハ如
ｐ
威
音
王
仏
ノ
像
法
之
時
、
不
軽
菩
薩
以
茸
我
深
敬
等
ノ
一
一十
四
字
↓広
一一宣
流
三
布
シ
於
彼
土
一二招
℃
三

国
ノ
杖
木
等
ノ
大
難
Ｄ

也
。
彼
二
十
四
字
卜
与
二
此
五
字
一其
語
雖
レ殊
ナ
リト
其
意
同
”
之
。
彼
像
法
ノ末
卜
与
二是
末
法
ノ初

一全
ク
同
と

彼
不
軽
菩
薩
ハ初
随
喜
ノ

人
日
蓮
ハ名
字
ノ
凡
夫
也
。

と
明
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
身
を
以
て
法
華
経
が
実
語
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
、
そ
の
法
華
経
色
読
に
よ
っ
て
経
文
と
い
う
文
字
の
上
の
事
柄

か
ら
、
歴
史
的
事
象
と
し
て
現
実
に
顕
現
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
受
難
と
い
う
宗
教
的
体
験
に
よ
っ
て
御
自
身
の
宿
罪
を
確
信

さ
れ
て
い
る
。

日
蓮
も
過
去
の
種
子
已
に
謗
法
の
者
な
れ
ば
、
今
生
に
念
仏
者
に
て
数
年
が
間
、
法
華
経
の
行
者
を
見
て
は
未
有

一
人
得
者
千

中
無

一
等
と
笑
ヒ
し
也
。
今
謗
法
の
酔
さ
め
て
見
れ
ば
、
酒
に
酔
へ
る
者
父
母
を
打
チ
て
悦
ヒ
し
が
、
酔
さ
め
て
後
歎
キ
し
が
如
し
。
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歎
け
ど
も
甲
斐
な
し
、
此
罪
消
が
た
し
。
何
二況
ャ
過
去
の
謗
法
の
心
中
に
そ
み

（染
）
け
ん
を
や
。

予

一
こ
ハ者
歎
単
云
ク
仏
滅
後
既
二隔
ヨ
一千
二
百
二
十
余
年
↓。
依
茸何
ナ
ル罪
業
一一一不
レ生
ル仏
ノ在
世
一一一不
”ャ
ト
値
ニノ、正
法
ノ
四
依

・
像
法
ノ

中
ノ
天
台
伝
教
等
〓
。

と
、
自
己
の
宿
世
に
お
け
る
謗
法
罪
を
告
白
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
日
蓮
聖
人
御
自
身
の
宿
罪
に
つ
い
て
最
も
詳
細
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
の
が
、
佐
渡
の
塚
原
で
著
さ
れ
た

『開
目
抄
』
で
あ
る
。

世
す
で
に
末
代
に
入
て
三
百
余
年
、
辺
土
に
生
を
う
く
。
其
上
へ下
賎
、
其
上
へ貧
道
の
身
な
り
。
輪
回
六
趣
の
間
．ス
人
天
の
大

王
と
生
て
、
万
民
を
な
び
か
す
事
、
大
風
の
小
木
の
枝
を
吹
が
ご
と
く
せ
し
時
も
仏
に
な
ら
ず
。
大
小
乗
経
の
外
凡
内
凡
の
大

菩
薩
と
修
シ
あ
が
り
、　
一
劫
二
劫
無
量
劫
を
経
て
菩
薩
の
行
を
立
ζ

す
で
に
不
退
に
入
ぬ
べ
か
り
し
時
も
、
強
盛
の
悪
縁
に
を

と
さ
れ
て
仏
に
も
な
ら
ず
。
し
ら
ず
大
通
結
縁
の
第
三
類
の
在
世
を
も
れ
た
る
か
、
久
遠
五
百
の
退
転
し
て
今
に
来
ル
か
Ｏ
（中

略
）
今
度
強
盛
の
菩
提
心
を
を
こ
し
て
退
転
せ
じ
と
願
し
ぬ
。

仏
の
在
世
に
生
ま
れ
ず
、
四
依
の
導
師
や
天
台
伝
教
に
も
会
う
こ
と
が
出
来
ず
、
末
法
で
あ
る
今
の
日
本
国
に
拙
い
身
と
し
て
生

を
受
け
た
。
「仏
法
の
鏡
は
過
去
の
業
因
を
現
ず
」
か
ら
、
過
去
世
に
お
い
て
謗
法
を
犯
し
、
釈
尊
の
救
済
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら

ず
退
転
し
て
し
ま

っ
た
証
拠
で
あ
る
と
い
う
、
人
間
存
在
に
対
す
る
深
い
罪
の
表
明
と
自
己
反
省
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

に
関
し
て
、
執
行
海
秀
氏
は
、
「聖
人
に
よ
れ
ば
、
現
在
は
過
去
遠
々
劫
の
宿
業
を
償
う
場
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
未
来
の
自

己
を
形
成
す
る
場
で
あ
る
。
そ
こ
で
た
だ
徒
ら
に
、
過
去
を
悔
ゆ
る
の
で
な
く
、
ま
た
現
在
の
宿
命
を
動
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
も

の
と
し
て
、
憾
む
の
で
も
な
い
。
現
在
は
形
成
さ
れ
た
る
自
己
と
、
形
成
す
べ
き
自
己
の
接
点
に
他
な
ら
な
い
」
と
考
察
し
て
い
る
。

確
か
に

「今
度
こ
そ
強
盛
の
菩
提
心
を
興
し
て
過
去
の
過
ち
を
繰
り
返
す
ま
い
」
と
い
う
不
退
転
の
強
い
決
意
と
積
極
性
か
ら
は
、

宿
命
論
的
な
思
想
は
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
過
去
世
の
謗
法
罪
の
自
覚
に
よ
っ
て
救
済
の
道
が
開
か
れ
て
く
る
の

日
立
空
人
の
罪
そ
我
に
お
け
る
一
考
慕
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で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
蓮
聖
人
は
受
難
を
契
機
に
不
軽
菩
薩
と
の
共
通
性
を
見
い
だ
さ
れ
た
が
、
常
不
軽
菩
薩
の
受
難
と
は
如
何
な
る
も

の
で
あ

っ
た
の
か
、
『妙
法
蓮
華
経
』
常
不
軽
菩
薩
品
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

我
不
レ
軽
レ
汝
　
汝
等
行
レ
道
　
皆
当
二
作
仏
一　
諸
人
間
己
　
軽
毀
罵
詈
　
不
軽
菩
薩
　
能
忍
二受
之
一　
其
罪
畢
已
　
臨
二
命
終

時
一　
得
レ
聞
二
此
経
一　
六
根
清
浄
　
神
通
力
故
　
増
二益
寿
命
一　
神
通
力
故
　
増
二益
寿
命
一　
復
為
二諸
人
一　
広
説
二是
経
Ъ

す
な
わ
ち
、
不
軽
菩
薩
は
軽
毀
罵
詈
と
い
う
法
難
を
忍
ん
で
受
け
た
た
め
に
、
其
の
罪
終
え
お
わ
っ
て
、
命
終
の
時
に
こ
の
経
を

聞
く
こ
と
が
叶
い
、
六
根
清
浄
、
寿
命
増
益
の
功
徳
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
説
か
れ
て
い
る
。
傍
線
部
の

「其
の
罪
終
え
お
わ
っ

て
」
に
つ
い
て
日
蓮
聖
人
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

不
軽
菩
薩
の
悪
口
罵
言
せ
ら
れ
、
杖
木
瓦
礫
を
か
ほ
る
も
、
ゆ
へ
な
き
に
は
あ
ら
ず
。
過
去
の
誹
謗
正
法
の
ゆ
へ
か
と
み
へ
て
、

其
罪
畢
已
と
説
レ
て
候
は
、
不
軽
菩
薩
の
難
に
値
ゆ
へ
に
、
過
去
の
罪
の
滅
スル
か
と
み
へ
は
ん
べ
り
。

不
軽
品
二云
ク其
罪
畢
已
等
云
云
。
不
軽
菩
薩
は
過
去
に
法
華
経
を
謗
シ
給
ふ
罪
身
に
有
ゆ
へ
に
、
瓦
石
を
か
ほ
る
と
み
へ
た
唾
。

つ
ま
り
、
「其
の
罪
」
と
は
不
軽
菩
薩
の
過
去
に
犯
し
た
謗
法
罪
で
あ
り
、
法
難
を
受
け
た
た
め
に
罪
を
消
滅
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て

『佐
渡
御
書
』
に
は
、

法
華
経
に
は
有
諸
無
智
人
悪
口
罵
詈
等
加
刀
杖
瓦
石
、
乃
至
向
国
王
大
臣
婆
羅
門
居
士
、
乃
至
数
数
見
濱
出
等
云
云
。
獄
卒
ヵ

罪
人
を
責
メず
ば
地
獄
を
出
ッ
る
者
か
た
か
り
な
ん
。
当
世
の
王
臣
な
く
ば
日
蓮
が
過
去
謗
法
の
重
罪
消
し
難
し
。
日
蓮
は
過
去

の
不
軽
の
如
く
、
当
世
の
人
人
は
彼
ノ軽
毀
の
四
衆
の
如
し
。
人
は
替
れ
ど
も
因
は
是

一
也
。

と
述
べ
ら
れ
、
日
蓮
聖
人
も
不
軽
菩
薩
も
過
去
謗
法
の
重
罪
が
あ

っ
た
こ
と
が
因
と
な
っ
て
法
難
に
遭
う
の
で
あ
り
、
不
軽
菩
薩
が



四
衆
に
軽
毀
罵
詈
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
罪
を
終
え
て
仏
果
を
得
た
よ
う
に
、
日
蓮
聖
人
も
当
世
の
王
臣
達
か
ら
法
難
を
受
け
る
事
に

よ
り
過
去
の
重
罪
を
消
し
て
仏
果
を
得
る
と
い
う
、
日
蓮
聖
人
特
有
の
滅
罪
観
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に

日
蓮
聖
人
の
滅
罪
観
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

四
、
受
難
に
よ
る
減
罪
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
日
蓮
聖
人
に
よ
れ
ば
、
人
々
は
、
日
々
に
十
悪
や
五
逆
に
似
た
罪
を
犯
す
三
毒
強
盛
の
愚
者

悪
人
で
あ
り
、
今
の
日
本
国
に
は
地
獄
の
業
た
る
謗
法
が
充
満
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
人
間
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
自
体
が
宿
業

の
所
以
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
重
罪
を
消
滅
し
な
け
れ
ば
六
道
輪
廻
か
ら
出
離
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
深
刻
な
る
罪
障
を
消
し
去
る
こ

と
が
必
然
的
に
求
め
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
懺
悔
滅
罪
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
に
日
蓮
聖
人
独
自
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

Ｚθ
。仏

教
に
お
い
て
は
因
果
応
報
の
原
理
か
ら
、
罪
を
為
せ
ば
悪
道
に
落
ち
、
功
徳
を
積
め
ば
解
脱
に
向
か
う
と
考
え
ら
れ
る
の
が

一

般
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
罪
と
功
徳
は
逆
の
ベ
ク
ト
ル
で
あ
り
、
深
重
な
る
罪
を
消
滅
す
る
た
め
に
は
最
大
な
る
善
根
功
徳
を
積
ま

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
定
め
ら
れ
る
善
根
功
徳
は
宗
教
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
日
蓮
聖
人
の
場
合
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
法
華
経
の

受
持
信
行
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
間
信
口
唱
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
滅
罪
の
構
造
は
他
に
も
あ
り
、
護
法
の
功
徳

力
に
よ
っ
て
現
れ
る
法
難
を
忍
受
す
れ
ば
、
滅
罪
が
叶
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
の
滅
罪
観
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先
学
が
論
考
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
年
次
を
追

っ
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
株
橋
日
涌
上
人
の
所
論
に
従
い
確
認
し
て
い
き
た
い
。

日
立
聖
人
の
罪
そ
我
に
お
け
る
一
考
慕
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日
蓮
聖
人
が
自
身
の
滅
罪
観
を
初
め
て
述
べ
ら
れ
た
の
は
、
龍
口
法
難
の
直
後
に
相
模
の
依
智
で
撰
述
さ
れ
た

『土
木
殿
御
返

事
』
と

『転
重
軽
受
法
門
』
で
あ
る
。

法
華
経
の
御
ゆ
へ
に
過
去
に
頸
を
う
し
な
ひ
た
ら
ば
、
か

ゝ
る
少
身
の
み

（身
）
に
て
候
べ
き
か
。
又
数
数
見
濱
出
と
と
か
れ

て
、
度
々
失
に
あ
た
り
て
重
罪
を
け
し
て
こ
そ
仏
に
も
な
り
候
は
ん
ず
れ
ば
、
我
と
苦
行
を
い
た
す
事
は
心
ゆ
く
な
唾
。

涅
槃
経
に
転
重
軽
受
と
申
ス法
門
あ
り
。
先
業
の
重
き
今
生
に
つ
き
ず
し
て
未
来
に
地
獄
の
苦
を
受
ク
ベ
き
が
、
今
生
に
か
ゝ
る

重
苦
に
値
セ候
へ
ば
、
地
獄
の
苦
、、、は
つ
と
き

へ
て
、
死
二候

へ
ば
人

・
天

・
三
乗

・
一
乗
の
益
を
う
る
事
ノ
候
。

転
重
軽
受
と
は
、
謗
法
の
者
は
悪
業
の
結
果
と
し
て
地
獄
に
生
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
善
業
を
積
む
事
に
よ
っ
て
、
今
生
に
て

そ
の
苦
を
軽
く
受
け
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
御
遺
文
か
ら
、
伊
豆
法
難
後
に
撰
述
さ
れ
た

『顕
謗
法
砂
』
で
は
、
ま
だ
見
ら
れ
な

か
っ
た
受
難
に
よ
る
滅
罪
と
い
う
思
想
が
見
え
て
く
る
。

こ
の
こ
と
は
、
佐
渡
塚
原
で
著
さ
れ
た

『開
目
抄
』
に
よ
り
明
確
で
あ
る
。

疑
テ
云
ク
、
い
か
に
と
し
て
汝
が
流
罪
死
罪
等
、
過
去
の
宿
習
と
し
ら
む
。
答
テ
云
ク
、
銅
鏡
は
色
形
を
顕
ハす
。
秦
王
験
偽
の
鏡

は
現
在
の
罪
を
顕
ハす
。
仏
法
の
鏡
は
過
去
の
業
因
を
現
ず
。
般
泥
涯
経
二云
ク善
男
子
過
去
．ビ
弓
作
り無
量
ノ
諸
罪
種
種
ノ
悪
業
↓。

是
ノ諸
ノ罪
報
ハ○
或
ハ被
ル軽
易
一セ或
ハ形
状
醜
阻
衣
服
不
レ
足
ラ飲
食
色
疎
求
躍
財
ヲ不

レ
利
ァラ生
ル貧
賎
ノ家
邪
見
ノ家
一一一或
ハ遭
一
王
難
一一

及
余
ノ種
々
ノ
人
間
ノ苦
報
ァ
ラ
‘

現
世
二軽
ク受
ル
ハ斯
レ
由
りヵ
護
法
ノ
功
徳
力
一一一故
ナ
リ
等
云
云
。
此
の
経
文
日
蓮
が
身
に
宛
も
符
契

の
ご
と
し
。
狐
疑
ノ
氷
と
け
ぬ
。
千
万
ノ
難
モ
由
な
し
。
（中
略
）
我
無
始
よ
り
こ
の
か
た
悪
王
と
生
レ
て
、
法
華
経
の
行
者
の
衣

食
田
畠
等
を
奪
と
り
せ
し
こ
と
か
ず
し
ら
ず
。
当
世
日
本
国
の
諸
人
の
法
華
経
の
山
寺
を
た
う
す
が
ご
と
し
。
又
法
華
経
の
行

者
の
頸
を
刻
こ
と
其
数
を
し
ら
ず
。
此
等
の
重
罪
は
た
せ
る
も
あ
り
、
い
ま
だ
は
た
さ
ゞ
る
も
あ
る
ら
ん
。
果
ス
も
余
残
い
ま

だ
つ
き
ず
。
生
死
を
離
ル
時ヽ
は
必
此
重
罪
を
け
し
は
て
ゝ
出
離
す
べ
し
。
功
徳
は
浅
軽
な
り
。
此
等
の
罪
は
深
重
な
り
。
権
経



を
行
ぜ
し
に
は
此
の
重
罪
い
ま
だ
を
こ
ら
ず
。
鉄
を
熱
に
い
た
う

（甚
）
き
た
わ
ざ
れ
ば
き
ず
隠
レ
て
み
え
ず
。
度
々
せ
む
れ

ば
き
ず
あ
ら
わ
る
。
麻
子
を
し
ぼ
る
に
つ
よ
く
せ
め
ざ
れ
ば
油
少
キ
が
ご
と
し
。
今
ま
日
蓮
強
盛
に
国
土
の
謗
法
を
責
れ
ば
大

（
４３
）

難
の
来
ル
は
、
過
去
の
重
罪
の
今
生
の
護
法
に
招
キ
出
せ
る
な
る
べ
し
。

こ
の
よ
う
に
、
過
去
世
に
犯
し
た
様
々
な
重
罪
は
、
護
法
の
功
徳
力
に
よ
っ
て
必
然
的
に
今
生
に
法
難
と
し
て
現
れ
、
こ
れ
を
忍

受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
を
消
し
果
た
し
、
来
世
に
は
仏
果
を
得
る
と
い
う
構
造
が
み
ら
れ
る
。

株
橋
日
涌
上
人
は
日
蓮
聖
人
の
滅
罪
観
に
つ
い
て
、
コ

の
谷
に
来
る
と
い
よ
い
よ
明
瞭
と
な
り
、
転
重
軽
受
と
い
う
消
極
的
滅

罪
観
よ
り

一
世
消
滅
の
積
極
的
滅
罪
観
と
な

っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
永
十
年
に
佐
渡

一
の
谷
で
撰
述
さ
れ
た

『顕
仏
未
来
記
』
と

『呵
責
謗
法
滅
罪
砂
』
に
は
次
の
よ
う
に
明
か
さ
れ
て
い
る
。

幸
ナ
ル哉

一
生
之
内
二消

二滅
セ
ン
７
ヨ無
始
ノ謗
法
↓。
悦
ハシィ
哉
未
動
見
聞
一セ奉
”
ン
７
ヨ侍
ふ教
主
釈
尊
一Ъ
願
ク
ハ損
は
ル我
ヲ国
主
等
ヲ
ハ最
初
ニ

導
励
ン之
ヲ○
扶
レ
我
ヲ弟
子
等
ヲ
ハ釈
尊
二申
射
ン之
ヲ○
生
”
ル我
ヲ父
母
等
．ス
未
”
死
セ
已
前
二進
ン
此
大
善
づ。

日
蓮
は
法
華
経
の
明
鏡
を
も
て
自
身
に
引
キ向

へ
た
る
に
、
都
て
く
も
り
な
し
。
過
去
の
謗
法
ノ
我
身
に
あ
る
事
疑
ヒ
な
し
。
此

罪
を
今
生
に
消
さ
ず
ば
、
未
来
二争
テ
か
地
獄
の
苦
を
ば
免
る
べ
き
。
過
去
遠
遠
の
重
罪
を
ば
何
に
し
て
か
皆
集
メ
て
、
今
生
に

消
滅
し
て
、
未
来
の
大
苦
を
免
れ
ん
と
勘
へし
に
、
当
世
時
に
当
て
謗
法
の
人
人
国
国
に
充
満
せ
り
。
其
上
国
主
既
に
第

一
の

誹
謗
の
人
た
り
。
此
時
此
の
重
罪
を
消
さ
ず
ば
何
の
時
を
か
期
す
べ
き
。
日
蓮
が
小
身
を
日
本
国
に
打
チ覆
フ
て
の
ゝ
し
ら
ば
、

無
量
無
辺
の
邪
法
ノ
四
衆
等
、
無
量
無
辺
の
口
を
以
て

一
時
に
悦
る
べ
し
。
爾
ノ
時
に
国
主
ハ謗
法
の
僧
等
が
方
人
と
し
て
日
蓮

を
怨
み
、
或
は
頸
を
刻
、
或
は
流
罪
に
行
ふ
べ
し
。
度
度
か

ゝ
る
事
出
来
せ
ば
無
量
劫
の
重
罪

一
生
の
内
に
消
ェな
ん
と
謀
た

る
大
術
、
少
も
違
ふ
事
な
く
、
か
ゝ
る
身
と
な
れ
ば
所
願
も
満
足
な
る
べ
し
。

す
な
わ
ち
、
今
生
の
う
ち
に
無
始
の
謗
法
を
消
し
去
る
た
め
に
、
法
難
と
い
う
苦
報
を
自
ら
進
ん
で
忍
受
し
よ
う
と
い
う
姿
を
拝

日
立
聖
人
の
罪
そ
裁
に
お
け
る
一
考
慕



す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
消
極
的
、
偶
然
的
に

「難
に
遭
う
こ
と
に
よ
っ
て
罪
が
消
え
る
」
の
で
は
な
く
積
極
的
、
必
然
的
に

「難
を
忍
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
を
消
す
」
の
で
あ
り
、
受
難
を
法
悦
と
も
言
う
べ
き
宗
教
的
喜
び
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ

ｚｅ
。ま

た
、
こ
の
よ
う
な
日
蓮
聖
人
の
滅
罪
観
は
信
徒
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
妙
心
尼
の
夫
の
病
気
に
際
し
て
、

入
道
殿
は
今
生
に
は
い
た
く
法
華
経
を
御
信
用
あ
り
と
は
見
ェ候
は
ね
ど
も
、
過
去
の
宿
習
の
ゆ
へ
か
の
も
よ
を
し
に
よ
り
て
、

こ
の
な
が
病
に
し
づ
み
、
日
々
夜
々
に
道
心
ひ
ま
な
し
。
今
生
に
つ
く
り
を
か
せ
給
ヒ
し
小
罪
は
す
で
に
き

へ
候
ぬ
ら
ん
。
謗

法
の
大
悪
は
又
法
華
経
に
帰
し
ぬ
る
ゆ
へ
に
き

へ
さ
せ
給
フ
ベ
し
。

と
述
べ
ら
れ
、
か
つ
て
真
言
宗
の
信
者
で
あ

っ
た
太
田
入
道
が
病
気
に
な

っ
た
折
り
に
は
、
「御
痛
ノ事

一
．ス
歎
キ
一
三
ハ悦
ヒ
ご

と
言

わ
れ
た
後
、

抑
モ貴
辺
ハ雖
レ非
コト
嫡
嫡
末
流
ノ
一
分
一一将
夕
又
檀
那
所
従
ナ
リ
ｏ
身
ハ処
弓
邪
家
一一一年
久
ァ
心
ハ染
↓
邪
師
一一一月
重
ナ
ル〇
設
ヒ類
ツト
モ大
山
一

設
ヒ乾
ント
モ大
海
一此
罪
難
叶
消
ェ欺
。
雖
レ然
リト
宿
縁
ノ所
レ催
ス又
今
生
二慈
悲
ノ所
レ薫
ス
ル存
ノ外
二値

二遇
単
貧
道
一一一発

二起
スル改
悔
↓故
ニ

償
一未
来
ノ苦
づ現
在
二軽
塘
出
現
セ
ル欺
○

と
、
励
ま
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
祖
自
身
に
と

っ
て
の
苦
報
の
対
象
は
法
難
で
あ

っ
た
が
、
信
徒
に
対
し
て
は
そ
の
多
く

が
病
気
の
折
、
闘
病
を
励
ま
す
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
国
土
全
体
に
も
こ
の
よ
う
な
滅
罪
観
は
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
法
華
経
守
護
の
諸
天
善
神
に
よ
る
治
罰
、
隣
国
の
聖
人

の
思
想
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『法
門
可
被
申
様
之
事
』
に
は
、

日
本

一
州
上
下
万
人

一
人
も
な
く
謗
法
な
れ
ば
、
大
梵
天
王

・
帝
桓
並
ヒ
ニ天
照
大
神
等
隣
国
の
聖
人
に
仰
セ
つ
け
ら
れ
て
謗
法
を
た

め
さ
ん
と
せ
ら
る
ゝ
か
。



と
説
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
三
浦
成
雄

（日
脩
）
先
生
は
、
「蒙
古
が
攻
め
て
く
る
こ
と
こ
そ
救
済
と
な
る
の
で

あ
り
、
我
が
国
の
謗
法
罪
は
、
蒙
古
が
攻
め
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

一
個
人
の
み
な
ら
ず
国
全
体
に
対
し
て
も
、
受
難
に
よ
る
滅
罪
の
構
造
を
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
日
蓮
聖
人
の
滅
罪
観
は
、
佐
渡
流
罪
に
よ
り
法
華
経
色
読
か
ら
、
不
軽
菩
薩
と
の
共
通
性
の
中
で
三
世
に
亘
っ

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
身
が
無
量
劫
と
い
う
過
去
世
に
お
い
て
重
大
な
謗
法
罪
を
犯
し
た
為
に
、
現
世
に
数
々
の
法
難

が
起
こ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
苦
報
を
忍
受
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
滅
罪
を
果
た
し
、
来
世
に
仏
果
を
得
る
と
い
う
日
蓮
聖
人
特
有

の
滅
罪
観
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
、
今
生
に
お
け
る
受
難
は
正
し
く
護
法
の
功
徳
力
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
今
度
こ
そ
退
転
と
い
う

過
去
の
過
ち
を
繰
り
返
す
ま
い
と
、
受
難
と
い
う
苦
報
を
法
悦
に
感
ぜ
ら
れ
る
程
の
積
極
的
な
滅
罪
観
が
見
受
け
ら
れ
た
。

五
、
お
わ
り
に

こ
の
よ
う
な
滅
罪
の
構
造
を
見
る
と
き
、
受
難
と
い
う
苦
報
を
得
る
こ
と
に
意
義
を
有
す
る
と
い
う
概
念
は
、
日
蓮
聖
人
の
宗
教

に
お
け
る
特
質
で
あ
る
と
と
も
に
、
法
華
経
の
も
つ
性
格
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

法
華
経
に
お
い
て
は
、
過
去

・
現
在

ｏ
未
来
と
い
う
三
世
の
中
で
、
本
仏
釈
尊
は
様
々
な
方
法
に
て
常
に
衆
生
と
の
因
縁
を
も

つ

て
教
化
せ
ら
れ
て
き
た
事
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
衆
生
が
仏
果
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
過
去
遠
遠
劫
よ
り
常
に
大
慈
悲
を
も
つ

て
救
済
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
度
も
退
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
と
し
て
今
生
に
生
を
受
け
た
の
で
あ
り
、
そ
の
過

去
世
の
謗
法
と
い
う
罪
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
救
い
の
道
が
開
か
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
罪
の
自
覚
が

な
い
と
こ
ろ
に
救
済
の
道
は
な
い
の
で
あ
る
。

日
立
空
人
の
罪
そ
裁
に
お
け
る
一
考
来



さ
ら
に
、
過
去
世
の
謗
法
と
い
う
因
が
、
受
難
と
い
う
果
と
し
て
現
れ
、
そ
の
受
難
を
ま
た
因
と
し
て
仏
果
を
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、

今
生
で
の
受
難
と
い
う
苦
し
み
も
本
仏
釈
尊
の
大
慈
悲
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
機
会
で
あ
る
。
不
軽
菩
薩
が
仏
果
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
多
年
の
歳
月
に
わ
た
り
常
に
罵
ら
れ
な
が
ら
も
、
怒
ら
ず
悪
意
も
持
た
な
い
ど
こ
ろ
か
、
但
行
礼
拝
し
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
疑
っ
た
り
、
悪
意
を
持

っ
た
り
、
怒

っ
た
り
、
単
に
苦
し
み
と
し
て
の
み
受
け
と
れ
ば
、
退
転
し
て
救
済
は
得
ら
れ

な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
日
蓮
聖
人
は
、
受
難
と
い
う
命
に
か
か
わ
る
苦
し
み
を
、
法
悦
と
も
言
う
べ
き
心
の
奥
底
か
ら
の
喜
び
と
し
て

受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『開
目
抄
』
に
、
「人
を
あ
だ
む
こ
と
な
か
れ
。
眼
あ
ら
ば
経
文
に
我
身
を
あ
わ
せ
よ
」
と
述
べ
ら
れ

る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
日
蓮
聖
人
の
精
神
は
、
信
徒

へ
の
教
化
の
な
か
に
鮮
明
で
あ
る
。
例
え
ば
、
短
気
を
起
こ
す
四
条
金
吾
に

対
し
て
、
崇
峻
天
皇
の
例
を
あ
げ
て
戒
め
ら
れ
た
後
、

一
代
の
肝
心
は
法
華
経
、
法
華
経
の
修
行
の
肝
心
は
不
軽
品
に
て
候
な
り
。
不
軽
菩
薩
の
人
を
敬
ヒ
し
は
い
か
な
る
事
ぞ
。
教

主
釈
尊
の
出
世
の
本
懐
は
人
の
振
舞
に
て
候
け
る
ぞ
。

と
諭
さ
れ
た
の
も
、
池
上
宗
仲
が
三
度
目
の
勘
当
を
さ
れ
て
信
仰
心
が
揺
ら
い
だ
弟
の
宗
長
に
対
し
、

過
去
遠
々
劫
よ
り
法
華
経
を
信
ぜ
し
か
ど
も
、
仏
に
な
ら
ぬ
事
こ
れ
な
り
。

と
戒
め
ら
れ
た
の
も
、
太
田
入
道
の
病
気
の
折
に
、

御
痛
ノ事

一
．ス
歎
キ
一
三
ハ悦
ヒ
ヌ○

と
見
舞
わ
れ
た
の
も
、
苦
報
を
得
る
こ
と
に
お
け
る
意
義
を
教
訓
さ
れ
た
か
つ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。

詮
す
る
と
こ
ろ
は
天
も
す
て
給
へ、
諸
難
に
も
あ
え
、
身
命
を
期
と
せ
ん
。

と
明
示
さ
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
受
難
＝
滅
罪
と
い
う
特
有
の
思
想
だ
け
で
な
く
、
日
蓮
聖
人
御
自
身
の
法
華
経
に
対
す
る
信
仰
の
深
大



さ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
己
が
罪
を
犯
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
自
省
の
心
と
、
信
仰
の
純
粋
性
が
今
あ
ら

た
め
て
我
々
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

主

（１
）
家
永
三
郎
氏
は
、
「日
蓮
の
宗
教
が
そ
の
密
教
的
祈
祷
思
想
と
本
地
垂
述
説
と
に
於
て
旧
仏
教
的
要
素
を
濃
厚
に
含
む
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
御
遺
文
中
の
文
は
念
仏
師
の
文
と
顕
著
に
類
似
し
て
い
る
点
を
あ
げ
、
「日
蓮
が
念
仏
者

の
教
義
を
巧
に
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
た
」
も
の
で
あ
り
、
「唱
題
が
念
仏
を
模
倣
し
て
生
れ
出
で
た
行
の
形
態
に
外
な
ら

ぬ
」
と
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
日
蓮
聖
人
の
罪
意
識
は
単
に
謗
法
の
苦
報
と
し
て
経
文
か
ら
演
繹
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
法
然

上
人
や
親
鸞
聖
人
の
よ
う
な
人
間
的
現
実
の
諦
視
か
ら
来
る
深
刻
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
宗
教
は
何
時
も
経

文
の
文
字
面
を
判
断
の
根
拠
と
し
て
お
り
、
机
上
論
的
性
格
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
（家
永
三
郎
著

『家
永
三
郎
集
』
第
二
巻
、

岩
波
書
店
、

一
九
九

一
年
）。
こ
れ
に
対
し
遊
亀
教
授
氏
は
、
「彼
の
法
華
信
仰
、
特
に
唱
題
形
式
や
、
法
華

一
経

へ
の
専
心
帰
投

は
、
法
然
の
念
仏
往
生
や
弥
陀

一
仏
へ
の
専
心
帰
投
と
そ
の
類
型
を
同
じ
く
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
法
然

の
念
仏
宗
の
脱
化
で
あ
る
と
す
る
の
は
極
論
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
「
日
蓮
の
罪
意
識
は
、
彼
が

そ
の
敵
手
と
し
て
罵
倒
し
た
恵
心
、
法
然
の
罪
意
識
と
同
じ
深
さ
に
ま
で
通
じ
て
い
た
」
と
述
べ
、
法
華
経
を
も

つ
て

「末
法
今

時
の
日
蓮
等
の
た
め
な
り
」
と
色
読
し
、
ま
た
悪
人
成
仏
の
可
能
を
と
い
た
経
典
で
あ
る
と
色
読
し
た
と
こ
ろ
に
、
彼
の
罪
障
的

自
覚
の
深
さ
が
示
さ
れ
て
お
り
、
家
永
氏
の
説
は

「皮
相
な
見
方
で
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。
（遊
亀
教
授
著

『仏
教
倫
理
の
研

究
』
百
華
苑
、

一
九
六

一
年
）
。
ま
た
、
日
蓮
門
下
に
お
い
て
も
家
永
説
に
対
し
て
反
論
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

日
立
聖
人
の
罪
そ
我
に
お
け
る
一
考
慕



（２
）
『昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
（以
下

『定
遺
』
と
略
記
す
る
）

一
四
四

一
頁
。

（３
）
日
本
史
研
究
会
編

『講
座
日
本
文
化
史
』
第
三
巻

（三

一
書
房
、　
一
九
六
二
年
）
第

一
章

「中
世
文
化
の
形
成
」
（石
田
善
人
執

筆
）
六
五
頁
。

（４
）
同
右
書
、
第
二
章

「中
世
的
倫
理
と
法
」
（上
横
手
雅
敬
執
筆
）

一
三

一
頁
。

（５
）
『定
遺
』

一
一
五
七
頁

（６
）
『定
遺
』
三
二

一
頁

（７
）
『法
華
証
明
銹
』
翁
定
壼湿
　
一
九

一
一
頁
）

（８
）
『上
野
殿
御
返
事
』
翁
定
遺
』
八
三
六
頁
）

（９
）
『光
日
房
御
書
』
翁
定
遺
』

一
一
五
八
頁
）

（１０
）
『題
目
弥
陀
名
号
勝
劣
事
』
翁
定
遺
』
二
九
九
頁
、
録
内
、
平
賀
写
本
）

（１１
）
『如
説
修
行
砂
』
翁
定
遺
』
七
三
四
頁
）

（‐２
）
他
に
も

『守
護
国
家
論
』
翁
定
遺
』

一
〇
五
頁
）、
『四
条
金
吾
殿
御
返
事
』
翁
定
遺
』
六
六
三
頁
）
な
ど
に
も
引
用
が
見
ら
れ

Ｚ
θ

。

（・３
）
原
慣
定
著

『日
蓮
聖
人
に
お
け
る
罪
の
研
究
』
（平
楽
寺
書
店
、　
一
九
九
九
年
）
七
三
頁
～

一
七
五
頁
要
約
。

（‐４
）
『顕
謗
法
砂
』
翁
定
遺
』
二
五
五
頁
）

（・５
）
『下
山
御
消
息
』
翁
定
一湿
　
一
〓
≡
一六
頁
）

（‐６
）
五
逆
は
釈
尊
在
世
の
罪
で
あ
り
、
今
の
世
に
は
相
似
の
五
逆
が
あ
る
こ
と
を
説
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『顕
謗
法
砂
』

に
は
、
「
五
逆
罪
卜
申
は

一
二殺
父
、
ニ
ニ殺
母
、
三
二殺
阿
羅
漢
、
四
二出
仏
身
血
、
五
二破
和
合
僧
な
り
。
今
の
世
に
は
仏
ま
し
ま



さ
ず
。
し
か
れ
ば
出
仏
身
血
あ
る
べ
か
ら
ず
。
和
合
僧
な
け
れ
ば
破
和
合
僧
な
し
。
阿
羅
漢
な
け
れ
ば
殺
阿
羅
漢
こ
れ
な
し
。
但

殺
父
殺
母
の
罪
の
み
あ
り
ぬ
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
王
法
の
い
ま
し
め
き
び
し
く
あ
る
ゆ
へ
に
、
此
罪
を
か
し
が
た
し
。
若
爾
ス
者
、

当
世
に
は
阿
鼻
地
獄
に
堕
ッ
ベ
き
人
す
く
な
し
。
但
シ相
似
の
五
逆
罪
こ
れ
あ
り
。
木
画
の
仏
像

・
堂
塔
等
を
や
き
、
か
の
仏
像
等

の
寄
進
の
所
を
う
ば
い
と
り
、
率
兜
婆
等
を
き
り
や
き
、
智
人
を
殺
し
な
ん
ど
す
る
も
の
多
し
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
翁
定
遺
』
二

五
四
頁
頁
）

（‐７
）
『波
木
井
三
郎
殿
御
返
事
』
翁
定
遺
』
七
四
九
頁
）

（・８
）
『定
」漫
　
一
五
八
九
頁

（‐９
）
ま
た

『兄
弟
銹
』
に
は
、
「経
文
に
入
て
此
を
見
奉
れ
ば
二
十
の
大
事
あ
り
。
第

一
第
二
の
大
事
は
三
千
塵
点
劫
、
五
百
塵
点

劫
と
申
ス
一
一ッ
の
法
門
也
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
翁
定
遺
』
九

一
九
頁
）

（２０
）
『南
條
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
翁
定
遺
』
三
二
六
頁
）

（２‐
）
『忘
持
経
事
』
翁
定
遺
』

一
一
五
〇
頁
）

（２２
）
『兄
弟
砂
』
亀
定
遺
』
九
一
一〇
頁
）

（２３
）
『兵
衛
志
殿
御
返
事
』
翁
定
遺
』

一
四
〇
三
頁
）

（２４
）
訓
読
は
、
『法
華
経
』
下

（岩
波
書
店
、　
一
九
六
七
年
）

一
四
八
頁
を
参
照
し
た
。

（２５
）
北
川
前
肇
著

『日
蓮
教
学
研
究
』
（平
楽
寺
書
店
、　
一
九
八
七
年
）
二
三
三
頁
。

（２６
）
『定
遺
』
九
九
〇
頁

（２７
）
執
行
海
秀
稿

「日
蓮
聖
人
の
業
思
想
と
罪
意
識
」
翁
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
二
五
号
所
収
、　
一
九
六
〇
年
）
二
六
六
頁
。

（２８
）
『定
遺
』
五

一
四
頁

曰
逹
聖
人
の
罪
唸
我
に
お
け
る
一
考
慕



（２９
）
『定
遺
』
七
四
〇
頁

（３０
）
『佐
渡
御
書
』
翁
定
遺
』
六
一
五
頁
、
録
内
、
朝
師
写
本
）

（３．
）
『顕
仏
未
来
記
』
翁
定
遺
』
七
三
八
頁
）

（３２
）
『定
遺
』
五
五
六
頁

（３３
）
『開
目
抄
』
翁
定
遺
』
六
〇
一
頁
）

（３４
）
執
行
海
秀
稿
前
掲
論
文
、
二
七
〇
頁
。

（３５
）
宮
淵
泰
存
氏
は
、
「日
蓮
聖
人
に
お
け
る
罪
認
識
の

一
考
察
」
翁
日
蓮
教
学
研
究
所
紀
要
』
第
四
号
所
収
、　
一
九
七
七
年
）
の
な

か
で
、
法
華
経
に
お
け
る
罪
の
用
語
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
慣
定
氏
は
、
不
軽
菩
薩
の
受
難
と
滅
罪
を

検
討
す
る
な
か
で
、
「敵
対
す
る
他
者
の
罪
を
顕
そ
う
と
す
れ
ば
、
自
己
の
罪
も
同
時
に
露
呈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
構

造
が
あ
る
」
と
論
考
し
て
い
る
。
（原
慣
定
著
前
掲
書
、
三
四
六
頁
）

（３６
）
『大
正
新
修
大
蔵
経
』
（九
巻
五
一
頁
）
、
傍
線
部
筆
者
。

（３７
）
『転
重
軽
受
法
門
』
翁
定
壼塁

五
〇
七
頁
）

（３８
）
『開
目
抄
』
翁
定
遺
』
六
〇
〇
頁
）

（３９
）
『定
遺
』
六

一
七
頁

（録
内
、
朝
師
写
本
）

（４０
）
株
橋
日
涌
著

『開
目
砂
十
講
』
（興
隆
学
林
専
門
学
校
、　
一
九
八
五
年
）

（４．
）
『土
木
殿
御
返
事
』
翁
定
壼漫

五
〇
三
頁
）

（４２
）
『転
重
軽
受
法
門
』
翁
定
遺
』
五
〇
七
頁
）

（４３
）
『開
目
抄
』
亀
定
遺
』
六
〇
一
頁
）



日
逹
聖
人
の
罪
そ
我
に
お
け
る
一
考
慕

キ
1

ワ
1

ド

罪

宿
業

滅
罪

謗
法

不
軽
菩
薩

56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44

叢         ｀
L        

本
第        満
十        寺
二        写
号        本
所        V
収

一
九
八
五
年
）
三
四
頁
。
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