
目
蓮
聖
人
に
お
け
る
謗
法
観
の

一
考
察

有

友

日
蓮
教
学
の
中
で
信
仰
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
と
き
必
ず

一
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の

一
つ
に
謗
法
の
問
題
が
あ
る
。
謗
法
に

つ
い
て
は
後
に
詳
し
ぐ
述
べ
る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
謗
法
と
は

一
般
に
単
に

「法
を
謗
じ
る
こ
と
」
又
は

「信
仰
し
な
い
と
い
う
こ
と
」

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
聖
人
に
お
い
て
は

『顕
謗
法
抄
』
こ

間
云
、
五
逆
罪
よ
り
外
の
罪
に
よ
り
て
無
間
地
獄
に
堕
こ
と
あ
る
べ
し
や
。
答
云
、
誹
謗
正
法
の
重
罪
な
り
。
問
云
、
証
文
如
何
。

第

し

法
華
経
第
二
．一．し

若
人
不シピ
鮮
肇
謗
此
第

乃
至
其
人
命
終
シダ

一阿
鼻
獄
．√
五
百
ム
ｏ　
公
一五
四
～
五
）

と
あ
る
よ
う
に
、
謗
法
は
堕
地
獄
の
業
と
し
て
、
得
道
か
否
か
の
重
要
な
鍵
を
握

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「誹
謗
正
法
」
の
追
求
が

聖
人
の
宗
教
を
形
成
す
る
出
発
点
に
存
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
日
蓮
教
学
に
お
け
る

「謗
法
」
の
位
置
の
重
要
さ
を
痛
感
す
る
も
の

で
あ
る
。

さ
て
、

「謗
法
」
に
つ
い
て
は
、

『本
化
聖
典
大
辞
林
』
で
遺
文
か
ら
謗
法
の
概
念
を
求
め
、
八
項
目
を
出
だ
し
、
そ
の
第
五
項
目
に

謗
法
の
体

・
性

・
相‐
・
用
と
し
て
不
信

・
憎
背

・
断
種

ｏ
怨
嫉
を
挙
げ
て
い
る
し
、
『法
華
経
警
論
品
』
の

「若
人
不
レ
信
毀
二謗
此
経
一則

断
三

切
世
間
仏
種
一乃
至
其
人
命
終
入
二
阿
鼻
獄
こ

の
文
よ
り
し
て
、不
信
を
そ
の
体
と
す
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
不
信
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
茂
田
井
教
授
は

「
日
蓮
聖
人
に
於
け
る
謗
法
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
」

（
『観
心
本
尊
抄
研
究
序
説
』
所

本寸

伸
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収
）
の
中
で
、

『
妙
法
比
丘
尼
御
返
事
』
の

「
謗
法
と
申
罪
を
ば
、
我
も
し
ら
ず
、
人
も
失
と
も
思
わ
ず
。
但
仏
法
を
な
ら
へ
ば
貴
し
と

の
み
思
て
候
程
に
、
此
人
も
叉
此
人
に
し
た
が
ふ
弟
子
檀
那
等
も
、
無
間
地
獄
に
堕
る
事
あ
り
」

（
一
五
五
四
）
の
文
を
引
用
し
、

「
信

の
姿
に
お
け
る
不
信
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
の

「
信
の
姿
に
お
け
る
不
信
」
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
、
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

こ
の

『
妙
法
比
丘
尼
御
返
事
』
の
文
は
聖
人
独
自
の
宗
教
体
験
か
ら
来
る
聖
人
自
身
の
信
仰
的
反
省
の
告
白
と
、
並
び
に
他

へ
の
警
告

で
あ
る
が
、
飛
躍
的
解
釈
を
以

っ
て
す
れ
ば
、
随
自
意
の
教
た
る
法
華
経
に
対
す
る
信
の
姿
の
申
に
も
不
信
が
存
す
る
と
い
う
、
聖
人
の

弟
子
檀
那
等
に
対
し
て
反
省
を
求
め
る
言
葉
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
即
ち
聖
人
は

「
唱
題
の
姿
に
お
い
て
も
謗
法
が

存
在
す
る
」
と
観
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
観
点
に
立

っ
て
、
具
体
的

「
信
の
姿
に
お
け
る
不
信

（謗
法
）
」
を
遺
文
中
に
求
め
る
と
、

『
種
々
物
御
消
息
』
に

此
法
門
は
当
世
日
本
国
に

一
人
も
し
り

（知
）
て
候
人
な
し
。
た
だ
日
蓮

一
人
計
に
て
候

へ
ば
、
此
を
知
て
申
さ
ず
ば
日
蓮
無
間
地

獄
に
堕
て
う
か
ぶ
時
な
か
る
べ
し
。
　
２

五
三
〇
～

一
）

の
文
が
あ
る
。
即
ち
聖
人
は
法
華
経
を
知
り
、
信
じ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
言
は
ず
ん
ば
堕
獄
は
決
定
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

ば
か
り
で
は
な
く
、

「
此
を
知
て
申
」
す
場
合
に
も
、

い
か
な
る
大
善
を
つ
く
り
、
法
華
経
を
千
万
部
読
書
写
し
、　
一
念
三
千
の
観
道
を
得
た
る
人
な
り
と
も
、
法
華
経
の
か
た
き
を
だ
に

も
せ
め
ざ
れ
ば
得
道
あ
り
が
た
し
。

（中
略
）
当
世
の
人
は
謗
法
の
者
と
し
ろ
し
め
す
べ
し
。

（
『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
三
二

一
～
二
）

日
蓮
を
信
ず
る
や
う
な
り
し
者
ど
も
が
、
日
蓮
が
か
く
な
れ
ば
、
疑
を
を
こ
し
て
法
華
経
を
す
つ
る
の
み
な
ら
ず
、
か
へ
り
て
日
蓮
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を
教
訓
し
て
我
賢
し
と
思
は
ん
僻
人
等
が
、
念
仏
者
よ
り
も
久
く
阿
鼻
獄
に
あ
ら
ん
事
不
便
と
も
申
計
な
し
。

（中
略
）
日
蓮
御
房

は
師
匠
に
て
は
お
は
せ
ど
も
余
に
こ
は

（剛
）
し
。
我
等
は
や
は
ら
か
に
法
華
経
を
弘
べ
し
と
云
ん
は
、
螢
火
が
日
月
を
わ
ら
ひ
、

蟻
塚
が
華
山
を
下
し
、
井
江
が
河
海
を
あ
な
づ
り
、
烏
鵠
が
鸞
鳳
を
わ
ら
ふ
な
る
べ
し

（
『
佐
渡
御
書
』
六

一
八
）

と
述
べ
ら
れ
、
法
華
経
の
か
た
き
を
せ
め
ず
ば
謗
法
に
な
る
と
さ
れ
、
摂
受

・
退
転
者
に
対
し
て
は
堕
地
獄
の
も
の
ど
見
倣
さ
れ
の
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
文
は
聖
人
在
世
当
時
、
即
ち
折
伏
正
意
の
時
代
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
摂
折
両
行
に
お
け
る
謗
法
の
検
討
を

要
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
摂
折
に
つ
い
て
は

末
法
に
摂
受
折
伏
あ
る
べ
し
。

（中
略
）
問
云
、
摂
受
の
時
折
伏
を
行
と
折
伏
の
時
摂
受
を
行
と
利
益
あ
る
べ
し
や
。
答
云
（中
略
）

章
安
云
取
捨
得
宜
不
可

一
向
等
。
天
台
云
適
時
而
己
等
云
云
。
警

へ
ば
秋
終
に
種
子
を
下
田
畠
を
か
え

（耕
）
さ
ん
に
稲
米
を
う
る

こ
と
か
た
し
。

（
『
開
目
抄
』
六
〇
六
～
七
）

仏
法
は
摂
受

・
折
伏
時
に
よ
る
べ
し
。

（
『
佐
渡
御
書
』
六

一
一
）

と
あ
り
、
摂
折
い
ず
れ
に
し
て
も
時
に
適
わ
ず
ん
ば
得
道
は
あ
り
難
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ど
ち
ら
に
お
け
る
信
の
姿
に
お
い
て
も
、
時

に
違
背
せ
ば

「無
得
道
の
信
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
摂
折
の
問
題
に
つ
い
て
は
従
来
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
先
ず
摂
折
に
通
じ
、
時
を
超
越
し
た
根
本
的

「
謗
法
の
概
念
」
を
追
求
し
た
い
。

摂
折

い
ず
れ
に
し
て
も
、
法
華
経
に
対
す
る
信
に
は
変
わ
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
も
謗
法
が
存
す
る
と
い
う
こ
と

は
結
局
、
聖
人
が

「
法
に
背
が
謗
法
に
て
は
あ
る
か
」

（
二
五
六
）
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
法
華
経
の
心

・
要
請
」
に
背
い
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「
法
華
経
の
心
」
と
は

『
四
信
五
品
抄
』
に

「
妙
法
蓮
華
経
五
字
非
二
経
文
一　
非
二
其
義
一　
唯

一
部
意
耳
」

（
一
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二
九
八
）
と
あ
る
よ
う
に
妙
法
五
字
で
あ
る
。
こ
の
妙
法
五
字
が
仏
滅
後
末
法
に
お
い
て
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
は

『
宝
塔
品
』

『
涌
出

品
』

『
神
力
品
』
に
お
い
て
法
華
経
自
身
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
妙
法
五
字
は

『本
尊
抄
』
に

「
不
レ識
■

念
三
千
一者
起
二

仏
大
慈
悲
一五
字
内
裏
二
此
珠
一令
レ

貯
ン
末
代
幼
稚
頸
こ

（
七
二
〇
）
と
あ
る
よ
う
に
、
釈
尊
の
本
願
を
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
妙

法
五
字
は

「
教
」
と
し
て
人
格
性

・
歴
史
性
を
含
む
も
の
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
妙
法
五
字
の
人
格
性

・
歴
史
性
に
背
く
こ
と
、
即
ち

釈
尊
の
願
に
背
く
と
い
う
こ
と
が
、
謗
法
と
い
う
も
の
を
決
定
す
る
場
合
の
大
前
提
に
な
る
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
こ
の

「
釈
尊
の
願
に
背
く
」
と
い
う
こ
と
と
、
前
述
の

「
法
華
経
に
対
す
る
信
の
姿
に
も
謗
法
が
存
し
得
る
」
と
い
う
こ
と

を
照
合
し
、
改
め
て
謗
法
に
つ
い
て
ま
と
め
て
な
る
と
、
聖
人
の
謗
法
概
念
に
四
意
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、

謗
法
Ａ

「
法
華
経
不
信
、
あ
る
い
は
法
華
経
の
弘
通
を
妨
害
す
る
も
の
」

（
『
顕
謗
法
抄
』
を
は
じ
め
遺
文
の
随
所
に
出
ず
）

謗
法
Ｂ

「
法
華
経
を
知
り
信
じ
な
が
ら
も
弘
法
し
な
い
も
の
」

（
『
種
種
物
御
消
息
』

一
五
三
〇
～

一
に
出
ず
）

謗
法
Ｃ

「未
信
者
、
即
ち
宗
教
に
無
関
心
の
者
」

（末
法
の
衆
生
の
為
に
妙
法
五
字
を
服
せ
し
め
よ
う
と
さ
れ
る
釈
尊
の
願
に
真
の
意

味
で
副
わ
な
い
も
の
）

謗
法
Ｄ

「
前
三
意
の
謗
法
を
せ
め
な
い
も
の
」

（先
の

『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』
の
文
、

『警
諭
品
』
に
説
か
れ
る
十
四
謗
法
の
中

の
解
怠
謗
法
に
該
当
す
る
も
の
）

で
あ
る
。
な
お
謗
法
Ｂ
に
つ
い
て
は
、　
一
日
蓮
門
下
と
し
て
の
自
己
の
中
に
存
在
す
る
も
の

（謗
法
Ｂ
と
す
る
）
と
、
自
己
以
外
の
日
蓮

門
下
に
存
在
す
る
も
の

（謗
法
Ｂ
と
す
る
）
と
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ン」
の
謗
法
Ｂ
は

一
日
蓮
門
下
と
し
て
の
自
己
に
お
い
て
は
、

こ
れ
を
せ
め
な
け
れ
ば
謗
法
Ｂ
は
滅
除
さ
れ
ず
謗
法
Ｄ
と
な
る
の
で
あ
り
、
当
然
謗
法
Ｂ
即
謗
法
Ｄ
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
謗
法
Ｂ
を

区
別
す
る
に
当
た
り
便
宜
上
こ
れ
を
分
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
謗
法
Ａ

ｏ
Ｃ
そ
の
も
の
は

「
信
の
姿
に
お
け
る
不
信
」
と
い
う
こ
と
に
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直
接
的
に
は
関
係
が
な
い
が
、
こ
の
謗
法
Ａ

。
Ｃ
を
せ
め
な
け
れ
ば
謗
法
Ｄ
を
免
れ
難
い
場
合
が
あ
る
の
で
列
挙
し
た
。
し
か
し
、
謗
法

Ａ

・
Ｂ

。
Ｃ
は
謗
法
Ｂ
が
自
己
の

―問
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
他
者
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
せ
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
摂
折
の
問
題
に

関
連
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
る
と
、
摂
折
の
問
題
に
触
れ
ず
に
論
を
進
め
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
は
謗
法
Ｂ
と
謗
法
Ｄ
と
の
関
係
の
み

で
あ
る
が
故
に
、
謗
法
Ｂ
に
論
点
を
し
ば

っ
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

こ
の
謗
法
Ｂ
は
前
述
の
通
り
、
釈
尊
の
願

ｏ
妙
法
五
字
の
心
に
背
く
が
故
に
謗
法
な
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
謗
法
Ｂ
を
せ
め
ざ
れ
ば
謗

法
Ｄ
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
謗
法
Ｂ
を
せ
め
な
い
謗
法
Ｄ
者
が
如
何
に
成
仏
の
根
本
た
る
題
目
を
唱
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
真
の
受
持
唱

題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
謗
法
Ｂ
の
消
除
に
は
釈
尊
の
願
に
適
う
受
持
唱
題
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
従

っ
て
、
そ
の

「
受
持
」
の
真
の
姿
に
つ
い
て
少
し
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で

『本
尊
抄
』
の
受
持
譲
与
段
を

『本
尊
抄
』
の
展
開
よ
り
、
逆
読
的
に
考
え
て
み
る
に
、
己
心
具
釈
尊
の
大
難
問
に
対
し
て
受

持
譲
与
段
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然

「受
持
」
と
は

「釈
尊
を
我
己
心
に
具
す
こ
と
」
で
あ
る
こ
と
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
よ
り
具
体
的
に
示
さ
れ
た
の
が
、

『
撰
時
抄
』
で

「
三
度
の
国
諌
」
を
さ
し
て
、

此
の
三
の
大
事
は
日
蓮
が
申
た
る
に
あ
ら
ず
、
只
偏
に
釈
迦
如
来
の
御
神
我
身
に
入
か
わ
せ
給
け
る
に
や
我
身
な
が
ら
も
悦
び
身
に

あ
ま
る
。
法
華
経
の
一
念
三
千
と
申
大
事
の
法
門
は
こ
れ
な
り
。　
２

０
五
四
）

と
述
べ
ら
れ
る
文
で
あ
る
。

『本
尊
抄
』
と
此
の

『
撲
時
抄
』
の
文
と
を
考
え
合
す
と
、

「
釈
迦
如
来
の
御
神
我
身
に
入
か
わ
せ
給
う
こ

と
」
が

「
己
心
具
釈
尊
」
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
故
に
、　
ヨ
一の
大
事
を
申
」
す
と
い
う
行
為
は
、
受
持
の
結
果
受
持
す
る
者
の
身
に

生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
聖
人
に
お
い
て
は
、
受
持
の
当
処
、
受
持
す
る
者
は
釈
尊
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
り
、
日
か
ら
出
ず
る
妙
法
五
字
は
釈
尊
の
御
声
で
あ
り
、
行
動
は
釈
尊
の
行
動
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
こ
に
は
必
然
的
に

「
色
読
」
と
い
う
法
華
経
的
実
践
が
生
じ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

「受
持
」
と
い
う
も

の
を
み
る
と
、

「受
持
」
の
究
極
的
帰
結
は

「色
読
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
色
読
を
伴
わ
な
い
受
持
は
釈
尊
の

願
に
適
わ
な
い
受
持
と
な
り
、
謗
法
Ｂ
に
な
る
と
言
え
よ
う
。
換
言
す
る
な
ら
、
斯
く
の
如
き
受
持
の
究
極
的
帰
結
で
あ
る
色
読
こ
そ
が

必
然
的
に
謗
法
Ｂ
を
せ
め
、
旦
つ
排
除
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

『
土
籠
御
書
』
に

「法
華
経
を
余
人
の
よ
み
候
は
、
日
ば
か
り
こ
と
ば
含
こ
ば
か
り
は
よ
め
ど
も
心
は
よ
ま
ず
、
心

は
よ
め
ど
も
身
に
よ
ま
ず
」

（五
〇
九
　
真
蹟
は
な
い
が
、　
聖
人
の
生
涯
を
通
じ
て
の
精
神
と
拝
す
る
が
故
に
引
用
し
た
）
、

『転
重
軽

受
法
門
』
に

「法
華
経
は
紙
何
に
音
を
あ
げ
て
よ
め
ど
も
、
経
文
の
ご
と
く
ふ
れ
ま
う
事
か
た
く
候
か
。」
（五
〇
八
）
と
あ
る
よ
う
に
、

聖
人
は
法
華
経
色
読
の
容
易
で
な
い
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
受
持
の
究
極
的
帰
結
は
色
読
に
あ
る
と
規
定
し
た
い
ま
、

色
読
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
真
の
受
持
が
如
何
に
難
し
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
謗
法
Ｂ
が
如
何
に
せ
め
難
く
、
謗
法
Ｄ
が

如
何
に
免
れ
難
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
難
し
き
真
の
受
持
は
如
何
に
す
れ
ば
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
為
に
は
、
聖
人
が

「
詮
す
る
と
こ
ろ
は
天
も
す
て
給
、
諸
難
に
も
あ
え
、身
命
を
期
と
せ
ん
。
身
子
が
六
十
劫
菩
薩
行
を
退
せ
し
、

乞
眼
の
婆
羅
門
の
責
を
堪
ざ
る
ゆ
へ
。
久
遠
大
通
の
者
の
三
五
の
塵
を
ふ
る
、
悪
知
識
に
値
ゆ
へ
な
り
。
善
に
付
け
悪
に
つ
け
法
華
経
を

す
つ
る
、
地
獄
の
業
な
る
べ
し
。
」

（
『開
目
抄
』
六
〇

一
）
と
、
謗
法
意
識
を
重
視
さ
れ
る
場
合
の
こ
の

「法
華
経
を
す
つ
る
」
と
い

う
行
為
の
範
疇‐
に
、
色
読
を
伴
わ
な
い
受
持
唱
題
の
行
為
、
即
ち
謗
法
Ｂ
も
含
ま
れ
る
と
い
う
意
識
を
深
め
、
聖
人
が
容
易
で
な
い
と
さ

れ
た
色
読
が
真
に
容
易
で
な
い
こ
と
、
南
無
妙
法
蓮
華
経‐
を
色
読
し
な
い
自
己
が
法
華
経
を
捨
て
て
い
る
謗
法
Ｂ
の
機
で
あ
り
、
仏
種
を

断
じ
て
堕
．獄
す
べ
き
自
己
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
謗
法
Ｂ
と
い
う
罪
意
識
に
日
覚
め
、
そ

-101-



れ
が

『
開
目
抄
』

（
五
五
六
）
に
述
べ
ら
れ
る
が
如
く
、
過
去
の
業
因
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
知
る
と
き
、
は
じ
め
て
釈
尊
の
悲
願
に

接
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
謗
法
Ｂ
の
追
求
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
る

「
罪
意
識
」
の
中
に
は
既
に
反
省
の
意
が
含
ま
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
聖
人
が

「
小
罪
な
れ
ど
も
、
懺
悔
せ
ざ
れ
ば
悪
道
を
ま
ぬ
が
れ
ず
。
大
逆
な
れ
ど
も
、

懺
悔
す
れ
ば
罪
き

へ
ぬ
」

（
『
光
日
房
御
書
』

一
一
五
九
）
、

「
懺
悔
せ
ざ
ら
ん
謗
法
に
を
い
て
は
阿
鼻
獄
を
出
る
期
か
た
か
る
べ
し
」

（
『
顕
謗
法
抄
』
二
五
五
）
と
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の

「
懺
悔
」
す
る
こ
と
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
法
華
経
を
信
じ
て
い
る
姿
の
中
に
も
謗
法
Ｂ
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
聖
人
に
お
け
る
謗
法
概
念
の
範
疇
に
謗

法
Ｂ
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
常
に
謗
法
Ｂ
を
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
謗
法
Ｂ
と

い
う‐
罪
意
識

（懺
悔
を
伴
う
）
が
延
い
て
は
本
当
の

「
信
の
姿
」
、

「
受
持
の
究
極
的
帰
結
と
し
て
の
色
読
」
と
な
り
、
謗
法
Ｄ
を
免
が

れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
が
謗
法
Ａ

・
Ｂ

・
Ｃ
に
対
す
る
摂
折
の
問
題
の
解
答
に
つ
な
が
る
重
要
な
意
義
を
有
し
て

い
る
と
確
信
す
る
。
即
ち
謗
法
と
い
う
も
の
を
先
ず
自
己
に
お
い
て
追
求
す
る
と
き
、
は
じ
め
て

「
釈
尊
の
心
を
自
己
の
主
体
に
お
い
て

と
ら
え
ら
れ
た
宗
祖
の
信
仰
」
を
ま
た
日
蓮
門
下
と
し
て
の

一
個
人
の
主
体
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
他
者
に
対
す
る
行
動
が

決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
聖
人
が

『
開
目
抄
』

（五
五
六
）
で
自
己
の
罪
意
識
を
述
べ
ら
れ
、
次
い
で

「
日
本
国
に
此
を
し
れ
る

者
、
但
日
蓮

一
人
な
り
。

（中
略
）
二
辺
の
中
に
は
い
う
べ
し
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

（紙
面
の
都
合
に
よ
り
註
は
略
さ
せ
て
戴
き
ま
す
）
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