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本文中、『註釈版聖典』の引用は「第二版」を用いています。
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て
お
す
す
め
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
自
己
へ
の
と
ら
わ
れ
が
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
の
で
す
。
無
我
と
い
う
こ
と
は
、
実じ

つ

如に
ょ

上
人
も
た
び
た
び
仰
せ
に
な

り
ま
し
た
。

こ
こ
に
、
自
分
は
善
い
と
か
、
間
違
っ
て
い
な
い
と
か
、
と
思
い
上
が
り
が
ち
な

私
た
ち
に
対
し
て
、
親
鸞
聖
人
は
そ
の
思
い
上
が
り
を
厳
し
く
い
ま
し
め
ら
れ
て
い

る
、
と
蓮
如
上
人
が
い
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
の
聖
人
の
い

ま
し
め
が
無
我
を
基
に
し
て
い
て
、
自
己
へ
の
と
ら
わ
れ
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
の
が
浄
土
真
宗
の
教
え
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

仏
教
は
い
ず
れ
の
教
え
も
無
我
を
説
い
て
い
ま
す
。
古
来
、「
諸し

ょ

法ほ
う

無む

我が

」
と
い
う

こ
と
が
三さ

ん

法ぽ
う

印い
ん

の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
無
我
は
仏
教
を
一
貫
し
て
い

る
根
本
原
理
で
、
教
え
の
基
本
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
初
期
仏
教
で
は
、
無む

常
じ
ょ
う

と

苦く

と
と
も
に
、
無
我
と
い
う
こ
と
が
随
所
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

一
、
他
力
に
お
け
る
無
我
と
は

『
蓮れ

ん

如に
ょ

上
し
ょ
う

人に
ん

御ご

一い
ち

代だ
い

記き

聞き
き

書が
き

』（
第
八
十
条
＝
註
釈
版
聖
典
一
二
五
七
頁
）
に
、
蓮
如

上
人
が
無む

我が

に
つ
い
て
語
ら
れ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
ま
す
。
他た

力り
き

の
教

え
に
お
い
て
、
無
我
が
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
か
を
見
る
上
に
大
い
に
参
考
に

な
り
ま
す
の
で
、
現
代
語
に
直
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

「
仏
教
で
は
ど
の
教
え
も
無
我
を
か
な
め
と
す
る
」
と
、
蓮
如
上
人
は
仰
せ
ら 

れ
、
さ
ら
に
「
教
え
に
つ
い
て
語
り
合
う
と
き
、
わ
れ
は
と
思
う
て
争
う
よ
う

な
こ
と
は
少
し
で
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
の
を
よ
い
と
思

い
、
私
が
悪
い
と
思
う
人
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
思
い
上
が
り
は
、
ご
開か

い

山さ
ん

聖し
ょ
う

人に
ん

（
＝
親
鸞
聖
人
）
が
よ
ろ
し
く
な
い
と
厳
し
く
お
叱
り
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
」
と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
と
り
わ
け
浄
土
真
宗
で
は
他
力
を
説
い
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心
を
捨
て
去
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

親
鸞
聖
人
は
「
御ご

消
し
ょ
う

息そ
く

」
の
中
に
「
わ
れ
は
と
い
ふ
こ
と
を
お
も
う
て
あ
ら
そ

ふ
こ
と
、
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
ず
…
…
」（
第
一
八
通
＝
同
七
七
五
頁
）
と
厳
し
く
戒

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
門も

ん

弟て
い

た
ち
が
、
教
義
に
つ
い
て
の
意
見
の
対
立
か
ら
自

説
を
主
張
し
合
っ
て
、
争
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
き
び
し
く
戒
め
ら
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
争
い
は
「
自
分
は
よ
い
、
間
違
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
自
己
へ
の
と
ら

わ
れ
が
も
と
と
な
っ
て
い
る
、
と
さ
と
さ
れ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
自
分
の
間
違
い
や
悪
い
こ
と
に
な
か
な
か
気
づ
く
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
執

し
ゅ
う

着
じ
ゃ
く

は
、自
己
へ
の
と
ら
わ
れ
で
あ
る
我
執
が
も
と
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、こ
の
我
執
の
根
は
深
く
、容
易
に
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら

で
す
。
そ
の
た
め
に
「
わ
れ
善
し
」
と
い
う
思
い
上
が
り
が
な
か
な
か
捨
て
切
れ
な
い

の
で
す
。
こ
の
我
執
は
、無
我
の
原
理
を
知
っ
て
は
じ
め
て
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
、

無
我
と
は
一
体
何
を
教
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
む
つ
か
し
い
解
説
は
さ
て
お

い
て
、
簡
単
に
い
い
ま
す
と
「
自
分
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
教
え
て
い
る

の
だ
、
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
無
我
と
は
一
応
、
我
の
否
定
で
あ
っ
て
、
こ
れ

が
基
本
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
を
も
う
少
し
考
え

て
み
ま
す
と
、「
我
」
と
は
自
我
、
す
な
わ
ち
不
変
固
有
の
も
の
と
見
て
い
る
自
己

（
あ
る
い
は
自
己
の
本
体
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
自
己
が
我が

執
し
ゅ
う

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の

で
す
。
そ
の
自
己
に
と
ら
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
い
ま
こ
こ
で
い
う
我

の
否
定
で
す
。

『
聞き

き

書が
き

』
で
は
、
教

き
ょ
う
義ぎ

に
つ
い
て
語
り
合
う
と
き
の
心
得
と
し
て
、「
わ
れ
善
し
」

と
す
る
思
い
を
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
無
我
に
な
る

こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
無
我
に
な
る
と
は
、
自
我
の
と
ら
わ
れ
を
捨
て

る
、
自
己
中
心
の
思
い
を
離
れ
る
、
つ
ま
り
何
事
に
お
い
て
も
自
己
に
と
ら
わ
れ
る


