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法然の倫理思想

　
鎌
倉
新
仏
教

の
創
始
者
、
法
然
房
源
空

(
一
=
三
一了

一
二

一
二
)
は
、
す
べ
て
の
仏
教
の
行
業
か
ら
た
だ
念
仏
の

一
行
を
選
び
取

っ

た
。
法
然
の
専
修
念
仏
の
立
場
は
、
念
仏
に
よ

っ
て
あ
ら
ゆ
る
人

々
が
救
済
さ
れ
る
と
い
う
点
で
、
日
本
仏
教
史
上

に
お
い
て
画
期
的

な
役
割
を
果
た
す

こ
と
に
な

っ
た
。
法
然
は
今
ま
で
の
鎮
護
国
家
的
仏
教
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
超
え
て
、
念
仏
を
本
願

の
行
、
念
仏
以
外

の
余

行
を
非
本
願

の
行
と
し
て
斥
け
、
念
仏
に
絶
対
的
な
価
値
を
置

い
た
。
法
然

の
教
え
を
信
じ
た

一
部
の
専
修
念
仏
の
徒
は
旧
仏
教

と
対
抗
し
、
既
成

の
秩
序
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
行
動
に
出
た
。
こ
の
こ
と
は
当
時
の
支
配
体
制
を
維
持
す
る

一
翼
を
担

っ
て
い
た
旧

仏
教
側
か
ら
の
猛
烈
な
反
感
を
買
い
、

つ
い
に
念
仏
停
止
に
ま
で
及
ん
だ
。

　
こ
こ
で
は
、
ま
ず
法
然
の
専
修
念
仏
の
宗
教
的
立
場
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
か
、
倫
理
か
ら
宗
教

へ
の
関
係
と
い
う
観
点

か
ら

述
べ
、

つ
ぎ
に
法
然
の
宗
教
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
法
然
は
宗
教
的
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に
倫
理
的
問
題
を
考
え
た
の

か
を
考
察
し
て
み
た
い
。
ま
た
そ
こ
に
深
く
関
連
す
る
法
然
の
教
え
を
信
じ
た
造
悪
無
碍
の
現
実
対
応
の
論
理
と
法
然
の
そ
れ
と
の
違

い
を
も
明
確
に
し
て
み
た

い
。
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法
然
は
、
源
信
の

『往
生
要
集
』
の
指
南
に
よ

っ
て
、
『観
経
四
帖
疏
』
の
散
善
義
の
文
、
す
な
わ
ち
、

　
　

一
心
に
専
ら
弥
陀
の
名
号
を
念
じ
て
、
行
住
坐
臥
に
時
節
の
久
近
を
問
わ
ず
、
念

々
に
捨
て
ざ
る
も
の
、
こ
れ
を
正
定

の
業
と
名

　
　

つ
く
。
か
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
故
に
。

(『浄
土
宗
全
書
』
第
二
巻
、
五
八
頁
)

と
い
う
文
に
出
会

い
、
諸
行
を
捨
て
本
願
の
念
仏
を
信
じ
、
浄
土
教
を

一
宗
と
し
て
独
立
さ
せ
た
。
後
に
法
然
は
そ

の
こ
と
を

『選
択

本
願
念
仏
集
』
に
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
貧
道
、
昔
こ
の
典
を
披
閲
し
て
、
ほ
ぼ
素
意
を
識
る
。
た
ち
ど
こ
ろ
に
余
行
を
と
ど
め
て
、
こ
こ
に
念
仏
に
帰
す
。
(『浄
土
真
宗
聖

　
　
典
』
七
祖
篇
、

一
四
三
七
頁
)

　
法
然
は
悟
り
を
求
め
る
た
め
に
、
比
叡
山
で
懸
命
に
学
問
と
修
行
に
専
念
し
た
が
、
悟
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
そ
し
て

つ
い
に
善
導

の
文
に
出
会

い
本
願

の
念
仏
に
帰
入
し
た
。
そ
の
時
法
然
は

「た
ち
ど
こ
ろ
に
余
行
を
と
ど
め
た
」
と
述

べ
て
い
る
か
ら
、

念
仏
以
外

の
す
べ
て
の
い
か
な
る
往
生

へ
の
行
業
を
も
捨
て
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
念
仏
以
外

の
往
生

へ
の
行
と
は
『観
無
量
寿
経
』

で
説

か
れ
る
布
施
、
持
戒
な
ど
の
宗
教
的
行
為
、
あ
る

い
は
世
間

一
般

の
倫
理
的
行
為
を
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
と

こ
ろ
で
法
然
は
父
時
国
の
遺
言
に
よ

っ
て
出
家
す
る
が
、
そ
の
時
彼
は
世
間
の
道
を
捨
て
て
、
仏
道
に
専
念
し
た
。
世
間
の
倫
理

的
な
世
界
は
人
間
の
力
を
信
じ
、
己
の
理
想
に
従

っ
て
、
そ
の
理
想
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
世
界
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
人
間

肯
定

の
論
理
に
よ

っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
法
然
は
父
の
仇
討
ち
と

い
う
こ
の
よ
う
な
倫
理
的
な
行
為
を
あ
き
ら
め
、
仇
討
ち
を
も
慈
悲

の
心

に
よ

っ
て
抱
き
と
ろ
う
と
す
る
次
元
の
高

い
世
界
を
め
ざ
し
た
。
こ
の
意
味
で
法
然
は
倫
理
的
な
世
界
を
捨
て
宗
教
的
な
世
界
に

入
り
、
人
間
に
と

っ
て
真
実
と
は
何
か
を
追
求
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
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法然の倫理思想

　
法
然
は
十
三
歳
で
比
叡
山
に
登
り
、
十
五
歳
で
皇
円
の
も
と
で
出
家
受
戒
し
、
三
年
後
念
仏
の
盛
ん
な
西
塔
黒
谷

の
叡
空
に
学
ん
で

い
る
。
専
修
念
仏
に
帰
す
る
ま
で
、
か
な
り
の
長

い
間
煩
悶
と
し
た
求
道
生
活
を
続
け
て
い
る
。
こ
の
間
天
台
を
初

め
、
南
都

の
三
論
・

法
相
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
聖
道
門
の
教
え
を
学
ん
で
い
る
。
こ
の
世
で
悟
り
を
開
く
と
い
う
聖
道
門

の
行
の
中
心
と
な
る
の
は
、
戒
律

な
ど

の
仏
教
的
な
行
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た

い
こ
と
は
、
仏
教
の
行

の
中

に
、
次
元
を
異
に
す
る
倫
理
的
世

界
の
善
行
が
再
び

仏
教

の
行
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
仏
教

の
行
業
と
し
て
二
つ
の
善
、
定
善
と
散
善

が
あ
る
が
、

こ
の
散
善
の
行

の
中
に
倫
理
的
な
善
が
含
ま
れ
、
倫
理
的
な
行
為
に
新
た
な
意
義
付
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
聖
道
門
の

行
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教

の
今

一
つ
の
教
え
で
あ
る
浄
土
門
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ

っ
て
、
法
然

が
正
依
の
経
典
と

尊
崇

し
た

『観
無
量
寿
経
』
に
は
散
善
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
中
品
下
生
は
世
間
の
道
徳
的
な
善
行
を
行
う
こ
と
に
よ

っ
て

浄
土
往
生
の
道
が
開
か
れ
る
と
い
う
構
造
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
仏
道
の
中
に
世
間
的
な
善
行
を
取

り
入
れ
て
い
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

い
う
点

で
、

い
ま
だ
仏
道
の
中
に
倫
理
的
意
識
が
介
在
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
法

然
は

『観
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
散
善
に

つ
い
て
、
『選
択
本
願
念
仏
集
』
・
念
仏
付
属
章
に
、

　
　
次
に
散
善
に
つ
い
て
二
有
り
。

一
に
は
三
福
、
二
に
は
九
品
な
り
。
初
め

の
三
福
と
は
、
『経
』
に
曰
わ
く
、

一
に
は
孝
養
父
母
、

　
　

奉
持
師
長
、
慈
心
不
殺
、
修
十
善
業
。
二
に
は
受
持
三
帰
、
具
足
衆
戒
、
不
犯
威
儀
。
三
に
は
発
菩
提
心
、
深
信
因
果
、
読
諦
大

　
　
乗
、
勧
進
行
者
な
り
。
己
上
経
文
。
孝
養
父
母
と
は
、
之
れ
に
つ
き
て
二
有
り
。

一
に
は
世
間
の
孝
養
、
二
に
は
出
世
の
孝
養
な

　
　

り
。
世
間
孝
養
と
は
孝
経
等

の
説
の
如
し
。
出
世

の
孝
養
と
は
、
律
中
の
生
縁
奉
事
の
如
し
。
奉
事
師
長
と
は
、
之
れ
に
付
き
て

　
　

又
二
有
り
。

一
に
は
世
間
の
師
長
、
二
に
は
出
世

の
師
長
な
り
。
世
間
の
師
と
は
、
仁

・
義

・
礼

・
智

・
信
等

を
教
う
る
師
な
り
。

　
　
出
世
の
師
と
は
聖
道

・
浄
土
の
二
門
等
を
教
う
る
師
な
り
。
縦

い
余
行
無
し
と
錐
も
、
孝
養
、
奉
事
を
以
て
往
生
の
業
と
す
る
な

　
　

り
。
(『浄
土
真
宗
聖
典
』
七
祖
篇
、

一
四
〇
四
頁
)
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と
経

文
を
引
用
し
て
、
世
間
と
出
世
の
そ
れ
ぞ
れ
の
孝
養
父
母
の
意
味
、
そ
し
て
世
間
の
師
と
出
世
の
師
の
意
味
に

つ
い
て
分
析
し
、

「孝

養

・
奉
事
を
以
て
往
生

の
業
と
す
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
法
然
は

『観
経
』
に
見
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
善
行

に
励
み
、
悟
り
を

求
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
末
法
意
識

の
盛
行
と
あ

い
ま

っ
て
、
善
行
を
実
践
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感
し
、
己
の
罪
業

の
深

さ
を
自
覚
し
た
。
『和
語
燈
録
』
の

「
諸
人
伝
説

の
詞
」
に
、

　
　

こ
こ
に
わ
が
ご
と
き
は
、
す

で
に
戒

・
定

・
慧
の
三
学

の
う

つ
は
物
に
あ
ら
ず
、

こ
の
三
学

の
ほ
か
に
わ
が
心

に
相
慮
す
る
法
門

　
　
あ
り
や
。
わ
が
身
に
た

へ
た
る
修
行
や
あ
る
と
、
よ
う
つ
の
智
者
に
も
と
め
、
も
ろ
も
ろ
の
学
者
に
と
ぶ
ら
ふ
し
に
、
お
し
ふ
る

　
　
人
も
な
く
、
し
め
す
と
も
が
ら
も
な
し
。
し
か
る
あ

い
だ
、
な
げ
き
く

経
藏
に
い
り
、
か
な
し
,み
く

聖
教

に
む
か
ひ
て
、
て

　
　

つ
か
ら
自
つ
か
ら
ひ
ら
き
て
見
し
に
善
導
和
尚
の

「観
経
の
疏
」
に
い
わ
く
。

(『真
宗
聖
教
全
書
』
第
四
巻
、
六
八
〇
頁
)

と
あ

り
、
法
然
は
善
導

の
散
善
義

の
文
を
引
用
し
、
私
達

の
よ
う
な
無
知
の
身
の
も

の
は
た
だ
阿
弥
陀
仏
の
広
大
な

「誓
願
順
彼
仏
願

故
」

の
文
を
深
く
味
わ
い
、
心
に
と
ど
め
た
い
と
述
懐
し
て
い
る
。
法
然
は
末
法
に
お
い
て
凡
夫
相
応
の
教
え
は
た
だ
順
彼
仏
願
故
の

念
仏

し
か
な
い
と
選
び
取

っ
た
。
『選
択
本
願
念
仏
集
』
に
、
法
然
は
道
緯
の

『安
楽
集
』
を
引
用
し
て
、
聖
道
門
と
浄

土
門
を
大
別
し
、

ま
ず
浄
土
門
を
選
び
、

つ
ぎ
に
そ
の
中
で
正
行
を
選
び
、
さ
ら
に
正
定
業
で
あ
る
称
名
を
選
ぶ
べ
き
だ
と
説

い
て
い
る
。

　
　
計
れ
ば
、
夫
れ
速
や
か
に
生
死
を
離
れ
む
と
欲
わ
ば
、
二
種
の
勝
法
の
中
に
、
且
く
聖
道
門
を
閣
い
て
、
選
び

て
浄
土
門
に
入
る

　
　

べ
し
。
浄
土
門
に
入
ら
む
と
欲
わ
ば
、
正
雑
二
行

の
中

に
、
且
く
諸
の
雑
行
を
拠
て
て
、
選
び
て
正
行
に
帰
す

べ
し
。
正
行
を
修

　
　

せ
む
と
欲
わ
ば
、
正
助
二
業

の
中
に
、
猶
し
助
業
を
傍
ら
に
し
て
選
び
て
正
定
を
専
ら
に
す

べ
し
。
正
定

の
業

と
は
、
即
ち
是
れ

　
　
仏
名
を
称
す
る
な
り
。
名
を
称
す
れ
ば
必
ず
生
ず
る
こ
と
を
得
。
仏

の
本
願
に
依
る
が
故
な
り
。
(『浄
土
真
宗
聖
典
』
七
祖
篇
、
一
四

　
　

二
九
～
一
四
三
〇
頁
)

と
述

べ
、
ま
さ
に
末
法

の
時
に
は
、
阿
弥
陀
仏

の
本
願
で
あ
る
念
仏
こ
そ
唯

一
の
行
で
あ
る
と
し
、
余
行
を
斥
け
て

い
る
。
こ
の
よ
う
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法然の倫理思想

な
法
然
の
宗
教
的
立
場
は
仏
教
的
な
行
や
道
徳
的
な
善
行
の
厳
し
い
実
践
か
ら
生
じ
た
も

の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
法
然

の
倫

理
的
な
立
場
か
ら
宗
教
的
な
立
場

へ
の
方
向
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　
法
然
は

『選
択
本
願
念
仏
集
』
・
本
願
章
に
、

　
　

若
し
夫
れ
造
像
起
塔
を
以
て
本
願
と
せ
ば
、
貧
窮
困
乏

の
類
は
定
め
て
往
生
の
望
み
絶
た
む
。
然
も
富
貴
の
者

は
少
な
く
、
貧
賎

　
　

の
者
は
甚
だ
多
し
。
若
し
智
慧
高
才
を
以
て
本
願
と
せ
ば
、
愚
鈍
下
智

の
者
は
、
定
め
て
往
生
の
望
み
を
絶
た

む
。
然
も
智
慧

の

　
　

者
は
少
な
く
、
愚
痴

の
者
は
甚
だ
多
し
。
若
し
多
聞
多
見
を
以
て
本
願
と
せ
ば
、
少
聞
少
見
の
輩
は
定
め
て
往
生

の
望
み
を
絶
た

　
　

む
。
然
も
多
聞
の
者
は
少
な
く
、
少
聞
の
者
は
甚
だ
多
し
。
若
し
持
戒
持
律
を
以
て
本
願
と
せ
ば
、
破
戒
無
戒

の
人
は
定
め
て
往

　
　

生
の
望
み
を
絶
た
む
。
然
も
持
戒

の
者
は
少
な
く
、
破
戒
の
者
は
甚
だ
多
し
。
自
余

の
諸
行
、
之
れ
に
准
じ
て
知
る
べ
し
。
ま
さ

　
　

に
知
る

べ
し
、
上
の
諸
行
等
を
以
て
本
願
と
せ
ば
、
往
生
を
得
る
者
は
少
な
く
往
生
せ
ざ
る
者
多
か
ら
む
。
(
『浄
土
真
宗
聖
典
』
七

　
　

祖
篇
、

=
二
四
五
頁
)

と
述

べ
、
造
像
起
塔
、
智
慧
高
才
、
多
聞
多
見
、
持
戒
持
律
の
者
を
救
う
の
が
本
願
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
外

の
人
達

は
救
わ
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
う
、
だ
か
ら
こ
そ
阿
弥
陀
仏
は
す

べ
て
の
衆
生
を
救
う
た
め
に
、
造
像
起
塔
な
ど

の
諸
行
を
本
願
と
せ
ず
、
た
だ
称
名
念
仏

一
行

を
も

っ
て
本
願
と
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
法
然
に
と

っ
て
、
念
仏
以
外

の
造
像
起
塔
な
ど
の

一
切

の
余
行
は
往
生
の

行
と

し
て
は
ま

っ
た
く
無
価
値
な
行
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
自
身

の
力

で
行
う
宗
教
的
な
行
も
、
あ
る

い
は
道
徳
的
な
善
行
も
往
生
の

前
に
は
ま

っ
た
く
意
味
を
持
た
な
い
。
た
だ
選
択
さ
れ
た
本
願
の
念
仏

の
世
界
だ
け
が
至
上

の
価
値
を
持

つ
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
意

味
で
法
然
の
宗
教
的
な
意
義
は
い
か
な
る
仏
教
的
善
や
倫
理
的
要
素
も
切
り
捨
て
、
宗
教
の
尊
厳
性
を
高
ら
か
に
主
張
し
た
と
こ
ろ
に
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あ

っ
た
。
『和
語
燈
録
』
の

「正
如
房

へ
つ
か
は
す
御
文
」
に
、

　
　

わ
れ
ら
が
往
生
は
ゆ
め
ゆ
め
わ
が
身

の
よ
き
、
あ
し
き
に
は
よ
り
候
ま
じ
。
ひ
と

へ
に
仏
の
御
ち
か
ら
ば
か
り
に
て
候
べ
き
な
り
。

　
　

わ
が
ち
か
ら
ば
か
り
に
て
は
い
か
に
め
で
た
く
た
う
と
き
人
と
申
と
も
、
末
法
の
こ
の
ご
ろ
、
た
だ
ち
に
浄
土

に
む
ま
る
る
ほ
ど

　
　

の
夏
は
あ
り
が
た
く
そ
候

べ
き
。
ま
た
仏

の
御
ち
か
ら
に
て
候
は
む
に
、
い
か
に
つ
み
ふ
か
く
お
ろ
か
に
つ
た
な
き
み
な
り
と
も
、

　
　

そ
れ
に
は
よ
り
候
ま
じ
。
た
だ
仏

の
願
力
を
信
じ
信
ぜ
ぬ
に
そ
よ
り
候
べ
き
。
(『真
宗
聖
教
全
書
』
第
四
巻
、
六
三
二
頁
)

と
あ

る
よ
う
に
、
往
生

へ
の
道
は
願
力
を
信
じ
る
か
否
か
の
た
だ

一
点

に
か
か

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
己
の
力
を
信
じ
、
疑

い
を
持
て
ば

往
生

へ
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
方
向
は
自
力
作
善

へ
の
道
で
あ
り
、
起
塔
や
持
戒

の
実
践
、
そ
し
て
既
存
の
道
徳
の
遵
守

へ
と
向
か

っ
て
い
く
。
そ
れ
は
ま
た
今
ま

で
の
仏
教

の
立
場
を
踏
襲
し
て
い
く
考
え
方
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
起
塔
や
持
戒
や
道
徳
が
強

調
さ
れ
る
。
廃
悪
修
善
の
立
場
は
善
と
悪
に
悩
ま
さ
れ
る
世
界
で
あ
り
、
悪
を
止
め
善
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
道
徳
的
な

意
識

で
あ
り
、
そ
の
意
識
は
安
住
す
る
こ
と
な
く
不
断
に
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し

て
、
阿
満
利
麿
氏

は

『法
然
の
衝
撃
』
の
中
で
、

　
　

法
然
の
革
命
性
と
は
、
く
り
か
え
し
て
い
え
ば
、
〈宗
教

の
絶
対
的
価
値
〉
〈
本
願
念
仏

の
絶
対
至
上
性
〉
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
に

　
　

あ
る
。
本
願
念
仏
は
、
倫
理
道
徳
、
政
治
や
経
済
と
い
っ
た
、

こ
の
世
の
価
値
の

一
切
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
。
善
人
で
あ

　
　

ろ
う
が
悪
人
で
あ
ろ
う
が
、
金
持
ち
で
あ
ろ
う
が
貧
乏
人
で
あ
ろ
う
が
、
修
行
を

つ
ん
だ
人
で
あ
ろ
う
が
破
戒

の
人
で
あ
ろ
う
が
、

　
　

そ
れ
ら
は
、
本
願
念
仏
に
よ
る
往
生
を
容
易
に
し
た
り
、
逆
に
妨
げ
る
原
因
に
は
決
し
て
な
ら
な

い
の
だ
。

と
述

べ
、
さ
ら
に
法
然

の
専
修
念
仏
が
日
本
人

の
間
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
宗
教
的
常
識
に
与
え
た
衝
撃

ー
宗
教
的
価

値
の
絶
対
化
は

一
、

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

道
徳

的
抑
圧
か
ら
の
解
放
で
あ
り
、
二
、
呪
術
か
ら

の
解
放
と

い
う
二

つ
の
重
要
な
結
果
を
生
み
出
し
た
と
力
説
し

て
い
る
。
氏
の
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
法
然
の
専
修
念
仏

の
も
た
ら
し
た
意
義
の

一
つ
は
、
そ
れ
ま
で
あ
い
ま

い
で
あ

っ
た
道
徳
と
宗
教

の
違

い
を
明
確
化
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し
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
道
徳
と
宗
教
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
自
身

の
独
自

の
領
域
を
持

つ
も

の
で
あ
る
。
両
者
を
混
同
し
た
り
、
あ
る
い
は

妥
協
さ
せ
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
混
乱
が
発
生
す
る
。
『和
語
燈
録
』

の

「百
四
十
五
箇
条
問
答
」
の
問

い
に
、
「
つ
ね
に
悪
を
と
ど
め
、

善
を

つ
く
る
べ
き
こ
と
を
お
も
ほ
へ
て
念
仏
し
候
は
ん
と
、
た
だ
本
願
を
頼
む
ば
か
り
に
て
、
念
仏
を
申
し
候
は
ん
と
、

い
ず
れ
か
よ

く
候

べ
き
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
ま
だ
念
仏
を
称
る
も
の
の
根
底

に
倫
理
的
意
識
が
残
存
し
、
そ
れ
に
囚
わ
れ
て
い
る
証

拠
で
あ
る
。
そ
の
問

い
に
対
し
て
法
然
は
、

　
　

廃
悪
修
善
は
、
諸
仏
の
通
戒
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
当
時
の
わ
れ
ら
は
、
み
な
そ
れ
に
は
そ
む
き
た
る
身
ど
も
な
れ
ば
、
た
だ
ひ

　
　

と

へ
に
、
別
意
弘
願
の
む
ね
を
ふ
か
く
信
じ
て
、
名
号
を
と
な

へ
さ
せ
給
は
ん
に
す
ぎ
候
ま
じ
。
有
智

・
無
智

・
持
戒

・
破
戒
を

　
　

き
ら
は
ず
、
阿
弥
陀
ほ
と
け
は
来
迎
し
給
事
に
て
候
也
。
(『真
宗
聖
教
全
書
』
第
四
巻
、
六
七
〇
～
六
七

一
頁
)

と
答
え
、
阿
弥
陀
仏
は
有
智
無
智
、
持
戒
破
戒
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
救
う
と
説
示
し
て
い
る
。
法
然
は
ま

さ
に
こ
の
よ
う
な

点
で
、
宗
教

の
独
自
性
を
力
強
く
主
張
し
た
と
言
え
、
こ
こ
に
彼
の
宗
教
的
立
場
の
本
質
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
法

然
の
宗
教
性
が
ま

た
当
時
の
有
智
、
持
戒
、
道
徳
を
成
仏

へ
の
条
件
と
し
て
課
せ
る
旧
仏
教

の
人
々
の
強
烈
な
反
感
を
買
う

こ
と
に
も

な

っ
た
。
こ
の
問

題
に
対
し
て
法
然
は
ど

の
よ
う
に
対
処
し
た
か
と
い
う
現
実
対
応
の
論
理
と
、
そ
し
て
ま
た
法
然

の
教
え
を
受
け
取

っ
た
門
弟
、
と
く

に
旧
仏
教

の
批
判
の
的
と
な

っ
た
造
悪
無
碍
の
人

々
の
そ
の
論
理
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四

法然の倫理思想

　
法
然
は
往
生

へ
の
行
と
し
て
阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
順
じ
た
念
仏
に
至
上
の
価
値
を
置

い
た
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
念
仏
以
外
の
行
、

ま
た
阿
弥
陀
仏
以
外
の
仏
、
菩
薩
は
捨
て
さ
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
あ

っ
た
。

『和
語
燈
録
』
の

「諸
人
伝
説

の
詞
」

の
中
に
、

　
　
本
願

の
念
仏
に
は
、
ひ
と
り
だ
ち
を
せ
さ
せ
て
助
を
さ
さ
ぬ
な
り
。
助
さ
す
程
の
人
は
、
極
楽

の
辺
地
に
む
ま

る
。
す
け
と
申
す
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は
、
智
慧
を
も
助
に
さ
し
、
持
戒
を
も
す
け
に
さ
し
、
道
心
を
も
助
に
さ
し
、
慈
悲
を
も
す
け
に
さ
す
也
。
そ
れ
に
善
人
は
善
人

　
　
な
が
ら
念
仏
し
て
、
悪
人
は
悪
人
な
が
ら
念
仏
し
て
、
た
だ
う
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
。
(『真
宗
聖
教
全
書
』
第
四
巻
、
六
八
二
～
六
八
三
頁
)

と
あ

り
、
本
願
の
前
に
は
、
智
慧
も
持
戒
も
道
心
も
慈
悲
も
念
仏
の
助
け
と
は
な
ら
な

い
、
善
人
は
善
人
な
が
ら
、
悪
人
は
悪
人
な
が

ら
、

た
だ
生
ま
れ

つ
き
の
ま
ま
念
仏
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
法
然
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
法
然
の
終
始

一
貫
し
た
基
本
的
な

姿
勢

で
あ
る
。
ま
た

「諸
人
伝
説
の
詞
」
に
、

　
　

現
世
を
す
ぐ

べ
き
様
は
、
念
仏
の
申
さ
れ
ん
様
に
す
ぐ

べ
し
。
念
仏
の
さ
ま
た
げ
に
な
り
ぬ
べ
く
は
、
な
に
な
り
と
も
よ
う
つ
を

　
　

い
と
ひ
す
て
て
、
こ
れ
を
と
ど
む
べ
し
。

い
わ
く
、
ひ
じ
り
で
申
さ
れ
ず
ば
、
め
を
ま
う
け
て
申
す
べ
し
。
妻

を
ま
う
け
て
申
さ

　
　
れ
ず
ば
、
ひ
じ
り
に
て
申
す

べ
し
。
住
所
に
て
申
さ
れ
ず
ば
、
流
行
し
て
申
す

べ
し
。
流
行
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、
家
に
い
て
申
す

　
　

べ
し
。
自
力

の
衣
食
に
て
申
さ
れ
ず
ば
、
他
人
に
た
す
け
ら
れ
て
申
す
べ
し
。
他
人
に
た
す
け
ら
れ
て
申
さ
れ
ず
ば
、
自
力
の
衣

　
　
食
に
て
申
す

べ
し
。

一
人
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、
同
朋
と
と
も
に
申
す

べ
し
。
土
ハ行
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、

一
人
籠

居
て
申
す

べ
し
。

　
　
衣
食
住
の
三
は
、
念
仏
の
助
業
也
。
こ
れ
す
な
は
ち
自
身
安
穏
に
し
て
念
仏
往
生
を
と
げ
ん
が
た
め
に
は
、
何
事
も
み
な
念
仏
の

　
　
助
業
也
。
(『真
宗
聖
教
全
書
』
第
四
巻
、
六
八
三
～
六
八
四
頁
)

と
あ

る
よ
う
に
、
現
実

の
生
活
を
す
る
上
に
お
い
て
は
、
念
仏
を
第

一
義
に
考
え
、
そ
れ
を
妨
げ
る
も
の
は
厭

い
捨

て
る
べ
き
で
あ
る

と
説

い
て
い
る
。
妻
帯
者
で
あ
ろ
う
と
、
聖
人
で
あ
ろ
う
と
、
定
住
者
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と

一
切
の
区
別
は
存

在
し
な

い
。
お
の

お
の
自
分
の
判
断
に
従

っ
て
念
仏
す
れ
ば
よ

い
と
い
う
の
が
法
然
の
現
実
対
応
の
論
理
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
法
然

に
は
醍
醐
本

『法

然
上
人
伝
記
』
の

「発
得
口
称
三
昧
」
の
記
録
な
ど
に
あ
る
よ
う
に
、
三
学
非
器
の
自
覚
と
は
ま

っ
た
く
正
反
対
の
三
昧
発
得

の
宗
教

体
験

が
あ

っ
た
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
法
然
は
こ
の
三
昧
を
も

っ
て
永
観
の
よ
う
に
往
生

へ
の
条
件
と
は
し
な
か

っ
た
が
、
聖
人
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法然の倫理思想

　
　
　

③

で
あ

っ
た
。
し
か
し
ハ
「
諸
人
伝
説

の
詞
」
に
、

　
　

わ
れ
ら
は
こ
れ
烏
帽
子
も
き
ざ
る
お
と
こ
也
。
十
悪

の
法
然
房

(中
略
)
、
又
愚
痴

の
法
然
房
が
念
仏
し
て
往

生
せ
ん
と

い
ふ
也
。

　
　

(『真
宗
聖
教
全
書
』
第
四
巻
、
六
七
七
～
六
七
八
頁
)

と
あ

る
よ
う
に
、
法
然
は
己
を
十
悪
、
愚
痴
と
反
省
す
る
ほ
ど
悪
の
自
覚

が
深

い
。
そ
れ
は
同
時
に
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
信
仰
の
深
さ

に
繋

が

っ
て
い
る
。

　
専
修
念
仏
を
第

一
義
と
考
え
た
法
然
に
と

っ
て
、
ま
さ
に
現
実
の
問
題
は
念
仏
が
称
え
ら
れ
る
よ
う
に
生
き
る
べ
き
で
あ

っ
た
。
し

た
が

っ
て
法
然
の
な
か
に
は
既
存

の
秩
序
を
破
壊
し
、
体
制
を
覆
す
と
い
う
よ
う
な
思
想
は
存
在
し
て
い
な

い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
法
然

の
教
え
を
奉
ず
る
法
然
教
団
に
対
し
て
旧
仏
教
側
か
ら
の
批
判
攻
撃
が
強
烈
に
な
さ
れ
た
。
ま
ず
比

叡
山
延
暦
寺
の
衆
徒
が
蜂
起
し
、
天
台
座
主
真
性
に
専
修
念
仏
を
停
止
す
る
よ
う
に
訴
え
た

の
に
対
し
て
、
法
然
は

『七
箇
条
起
請
文
』

を
作
成
し
、
真
性
に
送

っ
て
い
る
。
こ
の
制
戒
に
よ
れ
ば
、
真
言

・
天
台
を
批
判
し
、
余
の
仏

・
菩
薩
を
誹
誘
し
た
り
、
別
解
別
行
の

人
に
諄
論
を
企
て
、
改
宗
を
迫

っ
た
り
す
る
も

の
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
そ
の
制
戒
は
淫
酒
食
肉
を
す
す
め
、
律
義
を
ま
も
る

者
を
雑
行
の
人
と
名
付
け
、
本
願
を
信
じ
る
者
は
造
悪
を
恐
れ
る
必
要
は
な
い
と

い
っ
た
道
徳
的
な
問
題
ま
で
に
発
展
す
る
内
容
に
及

ん
で

い
る
。
こ
の
よ
う
な
造
悪
無
碍
の
傾
向
に
あ
る
門
弟
に
対
し
て
、
法
然
は

『七
箇
條
起
請
文
』
の
最
後
に
、

　
　

こ
の
上
な
お
制
法
に
背
く
輩
は
、
こ
れ
予
が
門
人
に
あ
ら
ず
。
魔

の
春
属
な
り
。
更
に
草
庵
に
来
る
べ
か
ら
ず
。
(『真
宗
聖
教
全
書
』

　
　
第
四
巻
、

一
五
五
頁
〉

と
厳
し
く
制
戒
し
て
い
る
。
護
国
仏
教
の
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
時

の
体
制

・
秩
序
を
温
存
さ
せ
る
機
構
に
加
担
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
教
団

の
安
泰
を
計

っ
た
旧
仏
教
に
と

っ
て
、
何
よ
り
も
造
悪
無
碍
的
傾
向
は
己
の
思
想
と
生
活

の
基
盤
を
根
底
か
ら
覆
さ
せ
ら
れ

る
も

の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
法
然
の
七
箇
条
制
戒
は
旧
仏
教
側
に
と

っ
て
の
圧
力
を
表
面
的
に
は

一
時
的
に
押
え
る
こ
と
が
で
き
た
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と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
し

か
し
翌
年
、
今

一
つ
の
旧
仏
教
の
大
勢
力
で
あ

っ
た
南
都
仏
教
を
代
表
す
る
興
福
寺
の
衆
徒
が
専
修
念
仏
の
宗
義
を
糺
し
改
め
る

こ
と
を
請
う
奏
状
、
い
わ
ゆ
る

『興
福
寺
奏
状
』
を
捧
げ
て
朝
廷
に
念
仏
停
止
を
訴
え
た
。
貞
慶
が
起
筆
し
た
こ
の

『興
福
寺
奏
状
』

に
は
、
専
修
念
仏
に
対
す
る
九
箇
条
の
過
失
を
烈
挙
し
、
法
然
教
団
を
処
分
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
認
め
て
あ

る
。
九
箇
条
の
過

失
と

は

一
、
立
新
宗
失
、
二
、
図
新
像
失
、
三
、
軽
釈
尊
失
、
四
、
妨
万
善
失
、
五
、
背
霊
神
失
、
六
、
暗
浄
土
失
、
七
、
誤
念
仏
失
、

八
、
損
釈
衆
失
、
九
、
乱
国
土
失
で
あ
る
が
、
こ
の
過
失
は
全
体
的
に
は
国
家
仏
教

の
立
場
か
ら
法
然
の
専
修
念
仏

の
教
え
の
核
心
に

批
判
を
加
え
る
も

の
で
あ

っ
た
。

　
奏

状
の
第

一
に
浄
土
宗
と
い
う
新
宗
を
立
て
る
過
失
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
八
宗
は
す
べ
て
祖
師
と
相
承
を
持
ち
、
勅
許
に

よ

っ
て
施
行
さ
れ
た
と
し
、
勅
許
な
し
に

一
宗
と
称
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

入
宗
が
、
第
五
失

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
家
仏
教
た
る
理
論
的
基
礎
付
け
と
し
て
、
本
地
垂
　
説
を
展
開
し
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
支
配
体
制
の
バ
ッ

ク
ボ
ー
ン
と
な
る
霊
神
を
仏
教

の
教
え
の
中
に
取
り
組
む
点
な
ど
は
、
ま
さ
に
当
時

の
聖
道
門
の
仏
教
が
護
国
仏
教
と
し
て
成
り
立

っ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
第
九
失
は
、
専
修
念
仏
の
者
が
王
法
を
護
持
す
る
聖
道
門
の
仏
法
を
嫌

い
、
同
座
に
及
ば
な

い
と

い
う

姿
勢
は
、
八
宗
が
あ

っ
て
な
き
も
の
に
な
り
、
や
が
て
国
土
は
荒
廃
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
失
も
ま
た
当
時

の
聖
道
門
の
仏
教

の
基
本
的
な
理
念
を
指
し
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
聖
道
門
の
専
修
念
仏
に
対
す
る
具
体
的
な
批
判

が
、
奏
状
の

「摂

取
不
捨
曼
陀
羅
」
で
あ
り
、
「身
、
余
仏
を
礼
せ
ず
、

口
、
余
号
を
称
せ
ず
」

で
あ
り
、
「法
華
経
読
諦
堕
地
獄
、
軽
蔑
建
堂
造
仏
」
で

あ
り
、
「諸
行
往
生
の
拒
否
」
で
あ
り
、
「念
仏
を
口
称
と
誤
る
こ
と
」

で
あ
り
、
そ
し
て

「破
戒
の
行
為
」
に
対
し

て
な
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
専
修
念
仏
者

の
破
戒
の
行
為
は
第
八
に
、

　
　
囲
棊
双
六
は
専
修

に
乖
か
ず
、
女
犯
肉
食
も
往
生
を
妨
げ
ず
、
末
世
の
持
戒
は
市
中
の
虎
な
り
、
恐
る
べ
し
、
悪
む
べ
し
。
も
し
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人
、
罪
を
怖
れ
悪
を
揮
ら
ば
、
是
れ
仏
を
愚
ま
ざ
る
の
人
な
り
。
(『鎌
倉
旧
仏
教
』
日
本
思
想
大
系
第
十
五
巻
、
四
〇
頁
)

と
、
遊
興
や
性

の
道
徳
的
な
問
題
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

　
興
福
寺
奏
状
は
、
弥
陀

一
仏
を
信
じ
、
諸
仏

・
諸
菩
薩
を
拝
ま
ず
、
神
明
を
軽
蔑
し
、
破
戒
行
為
を
な
す
専
修
念
仏
者
に
対
す
る
、

ま
さ

に
旧
仏
教
側

の
正
法
護
持
と
い
う
危
機
意
識
の
下
に
な
さ
れ
た
批
判
で
あ

っ
た
。
既
存

の
体
制
、
秩
序
、
宗
教
的
徳
行
、
そ
し
て

道
徳
的
徳
目
を
根
本
的
に
否
定
し
た
こ
と
に
対
す
る
憤
り
は
、
法
然
自
身
を
始
め
、
そ
の
門
末
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら

法
然
自
身
に
は
、
体
制
を
覆
し
、
そ
れ
に
変
わ
る
新
し

い
社
会
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
は
な
か

っ
た
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

法
然

は

『選
択
本
願
念
仏
集
』

の
標
文
に

「往
生
之
業
念
仏
為
先
」
と
掲
げ
る
よ
う
に
、
往
生

へ
の
行
と
し
て
た
だ
念
仏
だ
け
を
選
び

取

っ
た
。
法
然
は
そ
の
他
の
い
か
な
る
宗
教
的
行
、
あ
る
い
は
倫
理
的
善
行
は
往
生
に
対
し
て
、
何
も
役
に
立
た
な

い
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
だ
け
で
あ
る
。

五

　
七
箇
条

の
制
戒
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
法
然
は
諸
仏

・
諸
菩
薩
を
軽
侮
し
な

い
よ
う
に
、
あ
る
い
は
破
戒
す
る

こ
と
の
な

い
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

④

に
門
弟
に
厳
し
く
戒
め
て
い
る
。
ま
た
法
然
は

『選
択
本
願
念
仏
集
』
・
証
誠
章
に
、

　
　
東
方

の
恒
河
沙

の
如
き
等
の
諸
仏
、
南
西
北
方
及
び
上
下

=

の
方
に
恒
河
沙
の
如
き
等

の
諸
仏
、
各
本
国
に
し
て
、
其

の
舌
相

　
　
を
出
だ
し
て
、
遍
く
三
千
大
千
世
界
に
覆

い
て
、
誠
実

の
言
を
説
き
た
ま
ふ
。
汝
等
衆
生
、
皆
是

の

一
切
諸
仏
所
護
念
経
を
信
ず

　
　
べ
し
と
。
云
何
が
護
念
と
名
つ
く
る
。
若
し
衆
生
有
り
て
阿
弥
陀
仏
を
称
念
す
る
こ
と
、
若
し
は

一
日
及
び
七

日
、
下
十
声
乃
至

　
　

一
声

一
念
等
に
至
る
ま
で
、
必
ず
往
生
を
得
。
此
の
事
を
証
誠
す
る
が
故
に
護
念
経
と
名
つ
く
。
(『浄
土
真
宗
聖
典
』七
祖
篇
、

一
四

　
　
二
〇
～

一
四
一
=

頁
)
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と
、
阿
弥
陀
仏

の
名
を
称
え
れ
ば
、
必
ず
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

一
切
の
諸
仏
が
証
明
し
て
い
る
と
し

て
い
る
。
さ
ら
に

法
然
は

『同
』
・
護
念
章
に
、
阿
弥
陀
仏
は
二
十
五
の
菩
薩
を
遣
わ
し
て
念
仏
の
行
者
を
護
念
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
　

十
往
生
経
に
云
く
、
も
し
衆
生
有
り
て
、
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
て
往
生
を
願
ず
れ
ば
、
彼
の
仏
即
ち
二
十
五
の
菩
薩
を
遣
は
し
て
、

　
　

行
者
を
擁
護
し
た
ま
ふ
。
若
し
は
行
若
し
は
坐
、
若
し
は
住
若
し
は
臥
、
若
し
は
昼
若
し
は
夜
、

一
切
の
時

一
切
の
処
に
、
悪
神

　
　

を
し
て
其

の
便
を
得
し
め
ず
と
。
ま
た
観
経
に
云
う
が
如
し
。
若
し
阿
弥
陀
仏
を
称
礼
念
し
て
、
彼
の
国
に
往
生
せ
む
と
願
ず
れ

　
　

ば
、
彼

の
仏
即
ち
無
数
の
化
仏
、
無
数
の
化
観
音

・
勢
至
菩
薩
を
遣
は
し
て
、
行
者
を
護
念
し
た
ま
ふ
。
復
前

の
二
十
五
の
菩
薩

　
　
等
と
、
百
重
千
重
行
者
を
囲
逡
し
て
、
行
住
坐
臥
を
問
は
ず
、

一
切
の
時
処
に
、
若
し
は
昼
若
し
は
夜
、
常
に
行
者
を
離
れ
た
ま

　
　

は
ず
。
今
既
に
斯
の
勝
益
有
り
。
愚
む
べ
し
。

(『浄
土
真
宗
聖
典
』
七
祖
篇
、

一
四
二
四
～

一
四
二
五
頁
)

　
こ
れ
ら
の
引
用
文
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
法
然
は
諸
仏
諸
菩
薩
を
侮
り
捨
て
る
考
え
方
は
な
か

っ
た
と
結
論
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

造
悪
無
碍
系
の
弟
子
達
の
言
動
に
端
を
発
し
た
承
元
の
法
難
に
よ

っ
て
、
法
然
は
流
罪
に
あ
う

こ
と
に
な
る
が
、
そ

の
時
弟
子
の
信
空

の
質

問
に
答
え
て
、

　
　
流
刑
は
さ
ら
に
う
ら
み
と
す
べ
か
ち
ず
、
そ
の
ゆ

へ
は
、
齢
す
で
に
八
旬
に
せ
ま
り
ぬ
、
(中
略
)
念
仏
の
興
行
、
洛
陽
に
し
て
と

　
　

し
ひ
さ
し
、
辺
鄙
に
お
も
む
き
て
、
田
夫
野
人
を
す

・
め
ん
事
季
来
の
本
意
な
り
。
し
か
れ
ど
も
時

い
た
ら
ず
し
て
、
素
意
い
ま

　
　

だ
は
た
さ
ず
、

い
ま
事
の
縁
に
よ
り
て
、
季
来

の
本
意
を
と
げ
ん
事
、
す
こ
ぶ
る
朝
恩
と
も

い
ふ
べ
し
。
(『法
然
上
人
行
状
絵
図
』

　
　
第
三
十
三
、
『法
然
上
人
伝
全
集
』
井
川
定
慶
集
二
二
六
頁
)

と
、

辺
鄙
な
場
所

で
念
仏
を
勧
め
る
こ
と
は
年
来
の
思
い
で
あ

っ
た
が
、
今
流
罪
に
よ

っ
て
そ
の
思
い
を
遂
げ
ら
れ

る
の
は
朝
恩
で
あ

る
と
ま
で
言

い
切

っ
て
い
る
。
ま
た

「津
戸
三
郎
に
つ
か
は
す
返
事
」
に
も
、
念
仏
を
誹
誘
す
る
人
々
に
対
し
て
、

　
　

か
か
る
不
信

の
衆
生
の
た
め
に
、
慈
悲
を
お
こ
し
て
利
益
せ
む
と
お
も
ふ
に
つ
け
て
も
、
と
く
極
楽

へ
ま
い
り

て
、
さ
と
り
ひ
ら
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き
て
、
生
死
に
か

へ
り
て
、
誹
誘
不
信
の
も
の
を
わ
た
し
て
、

一
切
衆
生
あ
ま
ね
く
利
益
せ
む
と
お
も
ふ
べ
き
事
に
て
候
也
。
(『真

　
　

宗
聖
教
全
書
』
第
四
巻
、
六
三

一
頁
)

と
、
浄
土
に
往
生
し
て
悟
り
を
開
い
て
、
再
び
迷
い
の
世
界
に
還
り
、
彼
等
を
救
う

べ
き
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
法
然

に
あ

っ
て
は
念
仏
が
最
高
の
価
値
を
有
す
る
も

の
で
あ

っ
て
、
現
実
対
応

の
仕
方
は

「現
世
を
す
ぐ

べ
き
様
は
念
仏

申
さ
れ
る
」
よ
う

に
生
き
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
法
然
の
念
仏
理
解
に
は
時
の
支
配
体
制
を
変
革
す
る
と
い
う
意
識
は
存
在

し
な
か

っ
た
。
そ
れ

は
ま
た
念
仏
と
い
う
宗
教

の
独
自

の
領
域
を
堅
持
す
る
崇
高
な
態
度
の
表
明
で
も
あ

っ
た
。

　
し

か
し
法
然
の
念
仏
が
広
ま
る
と
こ
ろ
、
か
な
ら
ず
念
仏
者
に
批
判
攻
撃
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一
部

の
法
然
の
念

仏
を
誤

っ
て
理
解

し
た
専
修
念
仏
の
人

々
は
、
念
仏
と
い
う
崇
高
な
宗
教
の
関
係
を
ス
ト

レ
ー
ト
に
現
実

の
横
の
関
係
で
あ
る
政
治

・
倫
理
に
結
び
付
け

よ
う

と
し
た
。
時
の
支
配
体
制
に
対
す
る
反
発
、
そ
こ
に
体
制
を
秩
序
づ
け
る
役
割
を
果
た
し
た
旧
仏
教

へ
の
挑
戦

は
、
法
然
の
意
図

に
反
し
て
、
大
き
な
社
会
的
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
旧
仏
教
の
有
力
寺
院
と
国
家
と
の
関
係
に

つ
い
て
黒
田
俊
雄
氏
は
、
有
力
寺
院
は
平
安
末
期
か
ら
衰
微
し
て
い

っ
た

の
で
は
な
く
、

中
世
荘
園
制
社
会

の
成
立
と
と
も
に
、
巨
大
な
荘
園
領
主
と
し
て
再
生
し
、
中
世
仏
教
界

の
中
心
的
存
在
を
占
め
、

そ
の
荘
園
領
主
た

る
権

門
寺
院
は
顕
密
主
義
と
も
い
う

べ
き
共
通
の
理
念

の
も
と
に
共
存
の
秩
序
を
つ
く
り
あ
げ
る
と
と
も
に
、
国
家
権
力
と
癒
着
し
、

支
配
体
制
の

一
翼
を
担

っ
て
い
た
と
し
、
鎌
倉
新
仏
教
と
は
較

べ
も
の
に
な
ら
な
い
旧
仏
教
側
の
強
大
な
力
を
主
張
し
、
鎌
倉
新
仏
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤

が
中

世
の
主
流
で
あ
る
と

い
う
従
来
の
定
説
に
批
判
を
加
え
た
。
こ
の
よ
う
な
黒
田
氏
の
理
解
の
も
と
に
佐
藤
弘
夫
氏
は
、
荘
園
体
制

下

の
宗
教
的
支
配
に
対
抗
す
る
農
民
の
手
段
と
し
て
、
伝
統
的
な
仏
神
の
権
威
を
利
用
し
て
ゆ
く
も
の
と
、
正
面
か
ら
否
定
す
る
も
の
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の
二

つ
の
方
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
後
者

の
方
向
に
専
修
念
仏

の
教
え
が
そ
の
変
革
の
論
理
の
思
想
的
裏
付

け
と
な

っ
た
と
し
て

い
る
。
そ
し
て
法
然

の
思
想
の
内
か
ら
弥
陀

一
仏
主
義
と
選
択
の
論
理
"
他
仏

・
神
祇
不
拝
と

い
う

一
要
素
だ
け
を

取
り
出
し
、
増
幅

し
て
受
容
す
る
こ
と
に
お
い
て
自
ら
の
思
想
的
武
器
と
し
て
ゆ
く
、
か
れ
ら
の
主
体
性
を
こ
そ
見
出
す

べ
き
で
は
な

い
か
と
造
悪
無
碍

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑥

の
歴
史
的
意
義
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
造
悪
無
碍

の
人
々
が
法
然
の
弥
陀

一
仏
と

い
う
論
理
を
現
実
の
社
会
変
革

の
論
理
に
転
換
し
、
当
時
最
も
最
下
層

に
位
置
付
け
ら
れ

て
い
た
民
衆
自
ら
の
解
放
と
し
て
荘
園
制
支
配
体
制
と
対
決
す
る
と

い
う
姿
勢
は
、
時

の
権
力
を
担

っ
て
い
る
人

々
に
と

っ
て
最
も
恐

れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
だ
思
想
的
な
段
階
で
留
ま

っ
て
い
る
場
合
は
と
も
か
く
、
反
権
力
反
体
制
の
具
体
的
行
為

と
な

っ
て
く
る
場
合

に
は
支
配
体
制
か
ら
の
強
固
な
弾
圧
と
な

っ
て
現
れ
て
く
る
。
だ
か
ら
こ
そ
承
元
の
法
難
以
後
も
ま
た
念
仏
弾
圧

が
起
こ
っ
た
の
で
あ

る
。

造
悪
無
碍
者
の
主
体
性
は
見

い
だ
せ
た
と
し
て
も
、
佐
藤
氏
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
法
然
に
は
社
会
変
革

の
論
理
は
な

い
し
、

む
し
ろ
彼
は
そ
の
よ
う
な
造
悪
無
碍

の
行
為
に
対
し
て
厳
し
く
戒
め
て
い
る
。
法
然
に
は
社
会
変
革
の
問
題
は
念
仏

の
次
元
と
は
異
に

し
て

い
る
と

い
う
明
確
な
自
覚
が
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
法
然
の
対
社
会

・
対
倫
理
の
思
想
と
、
造

悪
無
碍
者
達

の
そ

れ

の
思
想
は
密
接
な
関
係
は
あ
る
と
し
て
も
、
同

一
次
元
で
扱
わ
れ
る
問
題
で
は
な
く
、
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ

る
べ
き
性
質
の
も

の

で
あ

ろ
う
。

　
か
く
し
て
法
然

の
倫
理
と
念
仏
と
の
関
係
は
、
ま
ず
倫
理
的
立
場
の
破
綻
か
ら
念
仏
と
い
う
宗
教
的
世
界
が
成
立
し
た
所
に
見

い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
法
然
は
往
生

へ
の
行
と
し
て
念
仏
だ
け
を
選
択
し
、
そ
れ
以
外

の
宗
教
的
行
、
道
徳
的
善
行
は
無
価
値
な

も

の
と
し
た
。
そ
れ
は
念
仏
に
至
上
的
価
値
を
置
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
法
然
の
宗
教
的
世
界
の
崇
高
性
は
保
た
れ
て

い
た
。
ま
た
念
仏
か
ら
倫
理
と
の
関
係
は
、
現
世
を
す
ぐ
べ
き
よ
う
に
生
き
る
と
い
う
極
め
て
状
況
的
で
あ

っ
た
と
結
論
付
け
ら
れ
る

で
あ

ろ
う
。
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注
①

　
拙

論
、

「
親
鶯

の

『観

無
量

寿
経

』
観

-

信
仰

と
倫

理

の
問
題
i

」

(京

都
女

子
中

学

・高

等
学

校
研

究
紀

要
三

七
号

)
八

一
頁

以

下

　

　
参
照

。

②

阿

満
利
麿

氏

、

『法

然

の
衝
撃

』

七
三
頁

、

二

八
頁
。

③

法

然

の
念
仏

と
持

戒
と

の
関
係

に

つ
い
て
、
念

戒

一
致

説
と
念

戒

各
別

説

が
あ

る

(赤
松
俊

秀

氏
監
修

『
日
本

仏
教

史
』
H
中
世

篇
。

　

　
そ

の
他
)

が
、

こ

の
問
題

は
稿
を

改

め

て
論
じ

て

み
た

い
。

④

『和

語
燈

録
』
・
「十

二
箇

條
問

答
」

に
、

「
ほ

と
け

は
悪
人

を
す

て
給

は

ね
ど
も

、

こ

の
み
て
悪

を

つ
く

る
事
、

こ
れ

仏

の
弟
子

に
は

　

　
あ

ら

ず

…
…
」

と
あ

る

(
『
真
宗

聖
教

全
書

』
第

四
巻

六

四

一
～
六

四
二
頁

)
。

そ

の
他
。

⑤

黒

田
俊

雄
氏

、

『
日
本
中

世

の
国
家

と
宗
教

』

四

=

二
頁

以

下
。

⑥

佐

藤
弘
夫

氏

、

『
日
本
中

世

の
国
家

と
仏
教

』
第

二
章
、

専
修

念
仏

の
成

立
。

七

三
頁
以

下
。

法然の倫理思想
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