
仏

種

管

見

三 

明 

智 

彰

一

『
大
無
量
寿
経
』

の
序
分
に
、

諸
の
庶
類
の
為
に
不
請
の
友
と
作
り
、
群
生
を
荷
負
し
て
之
を
重
担
と
為
す
。
如
来
の
甚
深
の
法
蔵
を
受
持
し
て
、
仏
の
種
性
を
護 

り
、
常
に
絶
え
ざ
ら
し
む
。
大
悲
を
興
し
て
衆
生
を
愍
み' 

慈
弁
を
演
べ
法
眼
を
授
く
。

三
趣
を
杜
ぎ
善
門
を
開
き
、

不
請
の
法
を 

以
て
諸
の
黎
庶
に
施
す
こ
と
、
純
孝
の
子
の
父
母
を
愛
敬
す
る
が
如
し
。
諸
の
衆
生
に
於
て
視
そ
な
わ
す
こ
と
自
己
の
若
し
。(

真
聖 

全
ー
——
四

，
原
漢
文
・
傍
点
筆
者)

と
あ
る
。

こ
れ
は
、
『
大
無
量
寿
経
』

の
会
座
に
来
集
し
た
菩
薩
達
が
皆
、

普
賢
菩
薩
の
徳
に
遵
い
、

ハ
相
成
道
を
現
じ
、

衆
生
利
益
を 

な
す
も
の
で
あ
る
と
示
し
て' 

そ
の
徳
を
讃
え
る
中
の
文
章
で
あ
る
。

古
来
、
ハ
相
成
道
は' 

果
後
の
方
便
で
あ
っ
て' 

釈
迦
牟
尼
仏
陀
自
身
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

そ
の
菩
薩
達
は
、
衆
生
済
度
の
為 

に
ハ
相
成
道
を
現
ず
る
の
で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
、

こ

の

『
大
無
量
寿
経
』

所
説
の
法
の
真
実
な
る
こ
と
を
顕
わ
さ
ん
が
為
の
影
響
の
衆 

で
あ
り
、

成
仏
の
後
に
還
相
利
他
の
菩
薩
と
し
て
化
現
し
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。(

浄
影
慧
遠
以
来
、

江
戸
期
の
宗
学
者
例
え
ば 

深
励
等
。)

さ
ら
に
、

そ
の
還
相
利
他
の
普
賢
行
の
課
題
は
、

こ

の

『
大
経
』
所
説
の
弥
陀
の
本
願
に
依
ら
な
け
れ
ば
果
遂
し
得
な
い
も
の
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で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
八
相
成
道
が
釈
尊
の
み
に
限
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
、

そ
れ
を
以
て
菩
薩
の
徳
を
嘆
ず
る
こ
と
は
、
大
乗
の
仏
教
教
学
史
上 

の
重
要
事
項
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
浄
影
慧
遠
か
ら
深
励
等
ま
で
の
古
来
の
学
者
の
領
解
に
従
う
ま
ま
な
ら
ば
、

そ
の
菩
薩
達
は
、
衆
生 

と
は
別
も
の
の
上
地
の
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
限
定
に
止
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
右
の
領
解
は
大
乗
の
菩
薩
に
つ
い
て
の
ー 

つ
の
尊
重
す
べ
き
理
解
で
は
あ
る
が' 

た
だ
菩
薩
が
果
後
の
上
地
の
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
で
『
大
経
』

序
分
菩
薩
嘆
徳
の 

意
趣
が
尽
さ
れ
る
と
は
私
に
は
思
え
な
い
。

な
る
ほ
ど
そ
こ
に
は' 

来
会
し
た
菩
薩
達
が
皆
、
仏
陀
釈
尊
と
同
等
の
質
を
も
っ
た
生
を
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
 

仏
陀
で
あ
れ
菩
薩
で
あ
れ
、

そ
の
生
の
尊
厳
性
は
何
も
変
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
は
、
凡
夫 

を
遮
断
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

果
後
の
上
地
の
菩
薩
で
あ
る
が
故
に
仏
陀
と
等
し
い
と
さ
れ
る
な
ら
ば' 

そ
れ
は
、
仏
と
菩
薩
の
範
疇
に
於
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 

そ
の
よ
う
な
視
点
で
言
え
ば
有
情
利
益
の
慈
悲
は
、

向
下
的
御
慈
悲
で
あ
る
。

『
大
経
』
序
分
の
菩
薩
の
行
は
、

庶
類
に
と
っ
て
の
不
請 

の
友
と
な
り
、
群
生
を
荷
負
し
、
純
孝
の
子
が
父
母
を
愛
敬
す
る
が
如
く
に
黎
庶
を
愛
敬
し
、
自
己
の
如
く
衆
生
を
視
そ
な
わ
す
と
説
か 

れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
の
底
か
ら
涌
出
し
て
衆
生
を
支
え
る
よ
う
な
地
上
の
大
行
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

も
と
も
と
群
萌
に
伝
持
さ
れ 

て
き
た
普
賢
の
精
神
は
、
天
上
か
ら
の
向
下
的
な
も
の
で
は
な
く
、
友
と
な
り
子
と
な
り
、
衆
生
に
即
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
 

仏
陀
な
ら
ざ
る
菩
薩
が
、

ハ
相
成
道
を
以
て
象
徴
さ
れ
る
如
き
仏
陀
の
生
と
同
等
の
質
を
も
っ
た
生
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う 

信
知
を
成
り
立
た
せ
た
思
想
の
勢
い
を
、

そ
の
本
に
さ
ら
に
推
し
て
行
け
ば
、
そ
れ
は
や
が
て
、
わ
れ
ら
凡
夫
の
生
に
つ
い
て
の
認
識
の 

転
換
を
促
し
、

凡
夫
の
生
が
そ
の
質
に
於
て
正
し
く
仏
陀
釈
尊
と
等
し
く
成
仏
す
べ
き
尊
厳
な
る
生
で
あ
る
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
 

と
い
う
信
知
を
生
み
出
す
に
違
い
な
い
。

親

鸞

の

「
真
実
信
心
の
人
は
如
来
と
等
し
」

と
の
信
知
は
、

そ
の
思
想
の
勢
い
を
深
化
発
展
し 

て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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大
乗
の
大
乗
た
る
所
以
は
、
仏
'

咅
薩
・
凡
夫
に
つ
い
て
の
階
位
的
発
想
を
徒
ら
に
よ
し
と
す
る
所
に
は
あ
り
え
な
い
。

十
地
の
階
位 

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
決
し
て
固
執
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
も
し
階
位
的
発
想
が
、
菩
薩
の
上
地
性
を
強
調
し
て
凡
夫
を
貶
め 

る
こ
と
と
な
る
な
ら
ば
そ
の
よ
う
な
発
想
は' 

大
乗
の
精
神
に
乖
く
も
の
で
あ
る
。
古
来
の
説
は
、
集
会
の
菩
薩
の
上
地
性
を
強
調
し
て 

そ
れ
が
仏
陀
と
等
し
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
た
。

そ
の
時
、

凡
夫
の
生
の
意
義
は
、
ど
う
見
做
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
願
を
信
ず
る 

凡
夫
が
、
如
来
と
等
し
く
、

弥
勒
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

『
大
経
』
序
分
の
菩
薩
達
を
み
か
え
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
 

こ
れ
に
つ
い
て

親
鸞
の
教
学
に
お
け
る
「
仏
種
」
と

い

う

こ

と

を

『
浄
土
論
』
，
『
浄
土
論
註
』
・
『
教
行
信
証
』

を
中
心
に
考
え
て
み
た 

い
と
思
う
。

二

『
大
無
量
寿
経
』
に
集
会
し
た
菩
薩
達
は
、
「
如
来
の
甚
深
の
法
蔵
を
受
持
し
て
、
仏
の
種
性
を
護
り
常
に
絶
え
ざ
ら
し
む
」
と
示
さ
れ 

た
行
を
実
践
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
浄
土
論
註
』

巻
上' 

菩

薩

第

四

功

徳

「
遍
示
三
宝
」

の
功
徳
に
は
、
『
浄
土
論
』

の
偈
の

何
等
の
世
界
に
か
仏
法
功
徳
の
宝
无
さ
ざ
ら
む
。
我
願
は
く
は
皆
往
生
し
て
、
仏
法
を
示
す
こ
と
仏
の
如
く
せ
ん
と
。(
定
親
ハ
—
五
入) 

を
釈
し
て'

仏
本
何
が
故
ぞ
此
の
願
を
起
し
た
ま
ふ
と
。
有
る
軟
心
の
菩
薩
を
見
は
す
に
、
但
、
有
仏
の
国
土
の
修
行
を
楽
ひ
て
慈
悲
堅
牢
の
心
无 

し
。
是
の
故
に
願
を
興
し
た
ま
へ
り
。
願
は
く
は
我
成
仏
せ
む
時
、
我
が
土
の
菩
薩
は
皆
、
慈
悲
勇
猛
堅
固
に
し
て
、
志
願
し
て
能
く
清 

浄
の
土
を
捨
て
、
他
方
の
仏
法
僧
无
さ
ぬ
処
に
至
て
、
仏
法
僧
宝
を
住
持
し
荘
厳
し
て
、
示
す
こ
と
仏
の
有
す
が
如
く
し
て
仏
種
を
し 

て
処
処
に
断
た
ざ
ら
し
め
む
と
。
是

の

故

に

何

等

世

界

无

・
仏

法

功

徳

宝

・
我

願

皆

往

生

・
示
仏
法
如
仏
と
言
へ
り
と
。(

同
——
五
九) 

と
言
っ
て
い
る
。

「
仏
法
僧
宝
を
住
持
し
荘
厳
し
て
、

示
す
こ
と
仏
有
す
が
如
く
し
て
、

仏
種
を
し
て
処
々
に
断
た
ざ
ら
し
め
ん
」

と
、
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住

持

三

宝

・
仏
種
不
断
が
、

浄
土
の
菩
薩
の
行
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
仏
種
不
断
」
と
い
う
こ
と
が
菩
薩
の
行
の
課
題
と 

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

さ

き

の

『
大
経
』

と
同
様
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、

「
仏
種
不
断
」
と
い
う
こ
と
は
、

菩
薩
の
課
題
と
し
て
諸
々
の 

経
典
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
曇
鸞
は
、
三
宝
を
住
持
し
荘
厳
す
る
こ
と
と
、
仏
種
を
し
て
断
た
ざ
ら
し
む
る
こ
と
を
直
ち
に
関
連
付
け
て
い
る
の
で
あ 

る
が
、

こ
れ
は
、
『
維
摩
経
』

と
そ
れ
に
つ
い
て
の
曇
鸞
以
前
の
先
学
の
註
釈
の
所
説
と
通
ず
る
所
大
で
あ
る
。

例
え
ば
、
『
維
摩
経
』

の
冒
頭
、

「
仏
国
品
」

の
菩
薩
嘆
徳
に 

三
宝
を
紹
隆
し
て
能
く
絶
え
ざ
ら
し
む
。(
戸

1
4
,
5
3

孑) 

と
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
僧
肇
は
、
 

仏
種
を
継
ぐ
は
則
ち
三
宝
隆
な
り
。

別
本
に
云
く
、

「
三
宝
を
興
隆
し
て
、
能
く
絶
え
ざ
ら
し
む
」

と
。(

『
註
維
摩
経
』
戸

3
8
「
3
2
9

巴 

と
註
し
て
い
る
。

こ
こ
に
、

「
仏
種
」

と

「
三
宝
」

の
関
わ
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
、
『
維
摩
経
』

の

「
弟
子
品
」

の
大
目
键
連
の

段
落
に
は' 

維
摩
が
目
連
に
対
し
て

大
悲
心
を
以
て
大
乗
を
讃
じ
、
仏
恩
を
報
じ
三
宝
を
断
ぜ
ざ
る
こ
と
を
念
じ
て
、
然
る
後
に
法
を
説
く
べ
し
。(
ド

1
4
,
5
4
0

こ

と
言
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
道
生
は

大
乗
を
成
ず
る
こ
と
は
、
仏
種
を
継
ん
が
為
な
り
。
三
宝
を
し
て
断
ぜ
ざ
ら
し
む
る
こ
と
は
則
ち
仏
恩
を
報
ず
る
な
り
。(
ド3

8
—
3
47
0)  

と
註
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
説
と
あ
る
関
わ
り
を
以
て
『
浄
土
論
註
』

に
住
持
三
宝
仏
種
不
断
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

同

じ

く

『
論
註
』
巻
下
に
は' 

菩

薩

の

「
不
動
応
化
」

の

功

徳

を

示

す

『
論
』

の 

一
仏
土
に
於
て
身
動
揺
せ
ず
し
て
十
方
に
遍
じ
て
種
種
に
応
化
し
て
、
実
の
如
く
修
行
し
て
常
に
仏
事
を
作
す
。
偈

に

「
安
楽
国
清 

浄

・
常

転

無

垢

輪

・
化

仏

菩

薩

日

・
如
須
弥
住
持
」
と
言
へ
る
が
故
に
。
諸
の
衆
生
淤
泥
花
を
開
く
が
故
に
と
。(
定
親
八
—

ー
ニ
〇) 

と
の
文
を
釈
し
て
い
る
が
、

そ

の

「
淤
泥
花
」

に
つ
い
て
、
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「
淤
泥
花
」
と
い
ふ
は
、
『
経
』
に

「
高
原
の
陸
地
に
は
、
蓮
花
を
生
ぜ
ず
。
卑
湿
の
淤
泥
に
乃
ち
蓮
花
を
生
ず
」
と
言
へ
り
。
此
は
・ 

凡
夫
、

煩
悩
の
泥
の
中
に
在
り
て
、

菩
薩
の
為
に
開
導
せ
ら
れ
て
能
く
仏
の
正
覚
の
花
を
生
ず
る
に
喩
ふ
。

諒
に
夫
れ
、

「
三
宝
を 

紹
隆
し
て
常
に
絶
え
ざ
ら
し
む
」

と
。(

定
親
八
—

ニ
ニ
〜
二)

と
、

言
っ
て
い
る
。
『
経
』
の
文
は
、
周

知

の

如

く

『
維
摩
経
』

「
仏
道
品
」
の
文
で
あ
り
、
ま
た
、

「
三
宝
を
紹
隆
し
て
常
に
絶
え
ざ
ら
し 

む
」

と
い
う
言
葉
も
、
前

掲

の

「
仏
国
品
」
菩
薩
嘆
徳
の
文
で
あ
る
。

『
論
註
』

が
、
菩
薩
功
徳
を
示
す
の
に
、

『
維
摩
経
』

と
先
行
の
説
を
う
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は' 

当
然
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

「
仏
種
」

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
に
つ
い
て
も' 

そ
の
点
を
抜
き
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

『
維
摩
経
』

「
仏
道
品
」

は' 

如
来
種
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
主
題
と
し
て
、

有
身
見
を
は
じ
め
と
し
て
、

無

明

・

愛

・

貪

恚

痴

・
 

四

顚

倒

・
五

蓋

・
六

入

・
七

識

住

・
ハ

邪

法

・
十
不
善
導
を
挙
げ
て
仏
種
と
し
、

要
を
以
て
是
を
言
は
ば' 

六
十
二
見
一
切
煩
悩
、
 

皆
是
れ
仏
種
な
り
。
(
戸
一4

,
5
4
9
8

と
示
し
、

さ
ら
に
、

若
し
無
為
を
見
て
正
位
に
入
る
者
は
、

阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
心
を
発
す
こ
と
能
は
ず
。(

同
上)

と
語
っ
て
、

そ
れ
を
、

譬
へ
ば
、
高
原
の
陸
地
に
ほ
蓮
花
を
生
ぜ
ず
。
卑
湿
の
淤
泥
に
乃
し
此
の
花
を
生
ず
る
が
如
し
。
是
の
如
く
、
無
為
の
法
を
見
て
正 

位
に
入
る
者
は
、
終
に
復
た
仏
法
を
生
ず
る
こ
と
能
は
ず
。

煩
悩
の
泥
の
中
に
乃
し
衆
生
、

仏
法
を
起
す
こ
と
有
る
の
み
。(

同
上) 

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
の
趣
旨
を
受
け
て
、
曇
鸞
は
、
凡
夫
が
煩
悩
の
泥
の
中
に
在
っ
て
、
菩
薩
に
よ
っ
て
開
導
さ
れ
て
、
仏
陀
の
正
覚
の
花
を
生
ず
る 

こ
と
を
示
し
、

そ
の
よ
う
な
菩
薩
の
は
た
ら
き
は
、

ま
こ
と
に
三
宝
を
紹
隆
し
て
常
に
絶
え
ざ
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
と
、
『
維
摩
経
』 

の

「
仏
国
品
」

の

「
紹
隆
三
宝
能
使
不
絶
」

の
文
を
想
起
し
つ
つ
結
ん
だ
の
で
あ
る
。
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「
一
切
煩
悩
即
ち
是
れ
仏
種
な
り
」(

「仏
道
品
」)

と
は
言
っ
て
い
る
が
、

し
か
し
、

『
経
』

の
意
趣
に
於
て
は
そ
れ
は
直
ち
に
煩
悩
が 

仏
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
文
字
通
り
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

す

で

に

指

摘

が

あ

る

よ

う

に(
古
田
和
弘
「
如
来
種
に
つ
い
て
」
・
仏 

教
学
セ
ミ
ナ
丄
一
天
号)

こ
の
こ
と
は'

『
経
』

と

羅

什

・

僧

肇

等

の

『
註
』

に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

什

訳

『
維
摩
経
』

に
お
け 

る

「
如
来
種
」
，
「
仏
種
」
と
は
、

例
え
ば' 

僧

肇

が

『
経
』

の

「
仏
種
姓
中
に
生
ず
」(
ド

1
4
1
5
4
9
と

を
註
し
て
、
 

無
生
忍
を
得
れ
ば
必
ず
仏
種
を
継
ぎ
て' 

仏
種
姓
の
中
に
生
ず
と
名
づ
く
。
(
戸

3
8
,
3
9
1
1
3
)  

と
言
う
が
如
く
、

「
仏
陀
の
家
系
」
を
意
味
し
て
い
た
し'

「
何
を
か
如
来
種
と
為
す
」(

ド

1
4
,
5
4
9
3

と
問
う
こ
と
は
、
羅
什
が
、
 

種
と
根
本
と
因
縁
と
は
一
義
な
る
の
み
。
上
に
大
士
、
類
に
随
っ
て
物
を
化
し' 

仏
道
に
通
達
せ
し
む
る
に' 

固
に
知
り
ぬ' 

積
悪 

の
衆
生
能
く
道
心
を
発
す
と
。
能
く
道
心
を
発
す
は
則
ち
仏
道
の
因
縁
な
り
。

故
に
仏
種
を
問
ふ
な
り
。
亦
云
く
、
新
学
、
仏
を
得 

ん
と
欲
す
れ
ど
も
未
だ
そ
の
因
を
知
ら
ず
。

故
に
其
の
因
を
問
ふ
な
り
。(
ド

3
8
1
3
9
1

5

と
言
い
、
僧
肇
が
、

既
に
仏
道
の
通
ず
る
故
を
弁
ず
。

又
、
其
の
道
の
出
づ
る
所
を
問
ふ
な
り
。(

3
1
9
0

 

と
言
う
よ
う
に' 

そ

こ

で

は

「
仏
種
」
と
は
、 

仏

道

の

根

本

・
仏
道
の
因
縁
・
仏
道
が
出
る
所
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
菩
薩
の
仏 

道
修
行
の
根
拠
や
因
縁
や
場
所
等
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
論
註
』

に
於
て
も
、

煩
悩
が
た
だ
ち
に
仏
種
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

「
凡
夫
が
、

煩
悩
の
中
に
在
っ
て
、

菩
薩
の
為
に
開
導 

せ
ら
れ
て
能
く
仏
の
正
覚
の
花
を
生
ず
る
」

こ
と
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
煩
悩
が
正
覚
の
花
に
な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

凡
夫
の 

所
在
す
る
煩
悩
中
こ
そ
が
、
菩
薩
が
凡
夫
を
開
導
す
る
場
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
維
摩
経
』

「
仏
道
品
」

に
は
、

「
一
切
煩
悩
を
如
来
種
と
な
す
」
と
は
言
っ
て
い
る
が
、

そ
の
意
味
は
、
 

譬
へ
ば
巨
海
に
下
ら
ざ
れ
ば
終
に
無
価
の
宝
珠
を
得
る
こ
と
能
は
ざ
る
が
如
し
。
是
の
如
く'

煩
悩
の
大
海
に
入
ら
ざ
れ
ば
則
ち
ー 

切
智
宝
を
得
る
こ
と
能
は
ず
。
(
戸

1
4
「
5
4
9
1
3
)
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と
続
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
趣
旨
を
曇
鸞
は
正
し
く
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
煩
悩
の
大
海
に 

入
ら
ざ
る
も
の
が
二
乗
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
菩
薩
の
行
と
凡
夫
の
開
覚
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
経
』

に
、

凡
夫
は
仏
法
を
開
か
ば
能
く
無
上
道
心
を
起
し
て
三
宝
を
断
た
ず
。

た
と
ひ
声
聞
は
身
を
終
る
ま
で
仏
法
の
力
無
畏
等
を
聞
く
と
も 

無

上

道

意

を

発

す

こ

と

能

は

ず(
戸

1
4
,
5
4
9
1
3
)

と
言
わ
れ
て
い
る
。
僧
肇
は
こ
れ
に
つ
い
て
、

凡
夫
は
法
を
聞
て
能
く
仏
種
を
続
ぐ
、
則
ち
恩
を
報
じ
、
反
復
有
り
。
声
聞
は
独
り
其
の
身
を
善
く
し
て
三
宝
を
弘
め
ず
。
仏
法
に 

於
て
反
復
無
し
と
為
す
な
り
。

〇. 

3
8
,
3
9
2

8

と
言
っ
て
い
る
。

凡

夫

の

聞

法

に

於

て

「
仏
種
」
と

「
報
恩
」
が
関
わ
る
こ
と
が
声
聞
に
対
比
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

今

は

『
論
註
』

に

お

け

る

「
仏
種
」

と
い
う
こ
と
を
菩
薩
功
徳
を

中
心
に
『
維
摩
経
』

や

そ
れ
の
註
と
の
関
わ

り
を
二
・
三
見
て
き
た 

だ
け
で
あ
る
が
、

「
仏
種
」
を
、

た

だ

ち

に

「
煩
悩
」

の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
、
『
浄
土
論
註
』

に

於

て

も

『
維
摩
経
』

に
於
て
も 

正
当
な
も
の
と
は
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、

『
論
註
』

に

於

け

る

「
仏
種
」
を
、

「
本
有
の
仏
性
」

と
し
た
り
、

正

了

縁

の

三

因

仏

性
を

以
て

解

釈

し

た

り
す

る
こ

と 

は' 

隋
・
唐
以
後
の
特
に
天
台
の
教
学
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
方
法
的
に
は
、

そ
の
結
果
論
を
取
っ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、

問
題
な 

し
と
は
言
え
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

『
大
経
』
序

分

の

「
仏
種
性
」
を

た

だ

ち

に

「
本
有
の
仏
性
」

で
あ
る
と
す
る
見
解
に
つ
い
て 

も
同
様
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
、
『
論
註
』

に

於

け

る

「
仏
種
」
と
は' 

ま

ず

「
仏
陀
の
家
系
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

そ
し
て
、

「
仏
の 

家
系
」

に
属
す
る
も
の
の
活
動
の
場
が
、

「
卑
湿
の
泥
淤
」

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三

「
仏
種
」

が

「
如
来
の
家
系
」
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば' 

そ

の

「
仏
種
」
を
断
絶
さ
せ
ぬ
よ
う
に
三
宝
を
住
持
す
る
菩
薩
自
身
が
ま
ず 

す
で
に
如
来
の
家
に
生
じ
た
仏
種
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
論
註
』

巻
下
の
三
業
功
徳
に
、
悪
の
三
業
を
な
す
衆
生
が
、

「
如
来
の
家
に 

入
り
て
平
等
の
身
口
意
業
を
得
る
」(

定
親
ハ
—

ー
ー
〇
・
取
意)

と
示
さ
れ
て
い
る
。

そ

の

「
如
来
の
家
」
と
は
ま
さ
し
く
浄
土
で
あ
る
。
 

そ

れ

は

『
観
無
量
寿
経
』

流
通
分
に
、

若
し
念
仏
す
る
者
は' 

当
に
知
る
べ
し' 

此
の
人
は
是
れ
人
中
の
分
陀
利
華
な
り
。
観

世

音

菩

薩

，
大
勢
至
菩
薩
そ
の
勝
友
と
な
り 

た
ま
ふ
。
当
に
道
場
に
坐
し
て
諸
仏
の
家
に
生
ず
べ
し
。(

真
聖
全
一
ー
六
六)

と

あ

る

「
諸
仏
の
家
」
と
同
じ
で
あ
る
。

浄
土
を
家
と
す
る
が
故
に
、

「
如
来
浄
花
の
衆
は
正
覚
の
花
よ
り
化
生
す
」(

定
親
ハ
——
九
八)

と
も
、

「
四
海
の
内
皆
兄
弟
と
為
す
な
り
」 

(

同
上)

と
も
言
わ
れ
る
世
界
が
開
か
れ
る
。

そ
れ
は
、

『
論
註
』

上
巻
の
眷
属
功
徳
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

出
自
に
よ
る
譏
誚
と
恥
辱
の 

差
別
な
き
浄
土
を
建
立
し
よ
う
と
の
因
位
法
蔵
菩
薩
の
誓
願
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

そ

こ

に

生

じ

て

「
仏
種
」

と
な
っ
た
菩
薩
の
還
相
利
他
の
志
願
が
、
『
論
註
』

巻

下

の

主

功

徳(

国
土
荘
厳
第
十
二)

に
は
、
 

若
し
人
一
た
び
安
楽
浄
土
に
生
ず
れ
ば' 

後
の
時
に
意
、
三
界
に
生
じ
て
衆
生
を
教
化
せ
む
と
願
じ
て' 

浄
土
の
命
を
捨
て
て
、
願 

に
随
い
て
生
を
得
て
、
三
界
雑
生
の
火
の
中
に
生
ず
と
雖
も
、
无
上
菩
提
の
種
子
畢
竟
し
て
朽
ち
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
、

正
覚
阿 

弥
陀
の
善
住
持
カ
を
逕
る
を
以
て
の
故
に
と
。(
定
親
八
—
九
八)

と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

さ

き

に

挙

げ

た

菩

薩

功

徳

の

「
住
持
三
宝
、
仏
種
不
断
」

を
行
じ
よ
う
と
す

る
志
願,

意

欲

と

と

も

な

る

「
无
上 

菩
提
の
種
子
」
を
阿
弥
陀
如
来
の
善
住
持
力
は
朽
ち
さ
せ
な
い
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
論
註
』

に
よ
っ
て
、

「
仏
種
」

と

「
如
来
の
家
」

に
つ
い
て
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、

「
如
来
の
家
」

に
生
ず
る
と
い
う
こ
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と
の
意
義
は
、
『
教
行
信
証
』

「
行
巻
」
所

引

の

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
(

初
地
品)

に
よ
れ
ば' 

如
来
の
行
を
行
じ
て
、

必
ず
如
来
と
な
る 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

般
舟
三
昧
及
び
大
悲
を
諸
仏
の
家
と
名
づ
く
。
此
の
二
法
よ
り
諸
の
如
来
を
生
ず
。
此
の
中
に
般
舟
三
昧
を
父
と
為
す
。

又
大
悲
を 

母
と
為
す
。
復
次
に
般
舟
三
昧
は
是
れ
父
な
り
。

无
生
法
忍
は
是
れ
母
な
り
。
助
菩
提
の
中
に
説
く
が
如
し
。
般
舟
三
昧
の
父
、
大 

悲
無
生
の
母' 

一
切
の
諸
の
如
来
、
是
の
二
法
よ
り
生
ず
と
。(
定
親
一
ー
ニ
四) 

と
言
っ
て
あ
る
。

如
来
の
家
と
は' 

如
来
を
生
む
家
で
あ
り
、
 

如
来
を
生
み
出
す
そ
の
行
を
喩
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
般
舟
三 

昧
・
大
悲
・
無
生
法
忍
が' 

ま
ず
そ
れ
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
如
来
を
生
む
そ
の
行
を
行
ず
る
も
の
は
、
 

必
ず
如
来
と
な
る
に
違
い
な
い
。

こ

れ

を

初

地

不

退

・
歓
喜
地
と
言
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
 

初
果
の
究
竟
し
て
涅
槃
に
至
る
こ
と
を
得
る
が
如
し
。
菩
薩
是
の
地
を
得
れ
ば' 

心
常
に
歓
喜
多
し
。
自
然
に
諸
仏
如
来
の
種
を
増 

長
す
る
こ
と
を
得
。(

同
—
二
五)

と
言
っ
て
い
る
。
初
果
の
如
く'

か
な
ら
ず
涅
槃
に
至
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
故
に
歓
喜
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
「
自 

然
に
諸
仏
如
来
の
種
を
増
長
す
る
」

こ
と
と
と
も
に
説
か
れ
て
い
る
が
、

増

長

さ

れ

る

「
仏
種
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

「
仏
種
」

の
語 

は
、
続
い
て

但
、
仏
を
楽
敬
す
れ
ば
、

四
功
徳
処
を
得
、
六
波
羅
蜜
の
果
報
を
得
む
。
滋
味
、
諸
の
仏
種
を
断
た
ざ
る
が
故
に
、

心
に
大
い
に
歓 

喜
す
。(

同
上)

と
も
出
て
い
る
。

仏
を
楽
い
敬
う
こ
と
に
よ
っ
て
四
功
徳
処
を
得
、

六
波
羅
蜜
の
果
報
を
得
る
。

そ
の
果
報
の
滋
き
味
わ
い
が
、

「
諸
の 

仏
種
」
を
断
た
ざ
る
が
故
に
心
大
い
に
歓
喜
す
、

と
言
わ
れ
て
い
る
。

「
諸
の
仏
種
」
と
い
う
訓
み
方
は
今
ま
で
同
様
親
鸞
の
訓
点
に
従 

っ
た
の
で
あ
る
が' 

さ

き

の

「
諸
仏
如
来
の
種
を
増
長
す
る
」
と
い
う
言
い
方
と
こ
れ
と
の
文
の
流
れ
を
尊
重
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、

「
本 

有
の
仏
性
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
如
来
の
家
系
の
も
の
を
断
絶
さ
せ
ず
に
増
や
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
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そ
れ
は
、
如
来
の
家
に
生
ず
る
衆
生
を
次
々
に
生
み
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
六
波
羅
蜜
も
四
功
徳
処
も
こ
こ
で
は
そ
の
た
め
の
も
の 

と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
実
践
を
す
る
も
の
こ
そ
正
し
く
如
来
の
家
に
生
じ
た
も
の
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
「
不
断
仏
種
」

こ
そ
、 

如
来
の
行
で
あ
り
、
如
来
の
家
に
生
じ
た
そ
の
菩
薩
の
行
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
右
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
菩
薩
を
、
「
行
巻
」
所

引

の

『
十
住
毘
婆
沙
論
』(

地
相
品)

で
は
続
い
て
、
「
念
必
定
の
菩
薩
」
と
名
づ
け
て
、
 

若
し
菩
薩
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
の
記
を
得
っ
れ
ば
、
法
位
に
入
り
无
生
忍
を
得
る
な
り
。

千
万
億
数
の
魔
の
軍
衆
、
壊
乱
す
る 

こ
と
能
は
ず
。

大
悲
心
を
得
て
、

大
人
法
を
成
ず
。

劭
是
を
念
必
定
の
菩
薩
と
名
づ
く
。
(

同
——
二
七
，
左
仮
名
を
省
略
す
る
。
以
下
同) 

と
言
っ
て
い
る
。

つ

づ

い

て

そ

の

「
我
に
是
の
相
あ
り
必
ず
当
に
作
仏
す
べ
し
。
」(

同
—
二
九)

と
の
確
信
を
、
転
輪
聖
王
の
王
子
の
確
信 

を
以
て
譬
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「
无
生
忍
」
と
い
う
の
も
、

「
転
輪
王
の
王
子
」

の
こ
と
も
、
仏
種
論
に
深
く
関
っ
て
い
る
。

「
无
生 

忍
」

に
つ
い
て
は
羅
什
は
、

仏
種
姓
は
即
ち
是
れ
無
生
忍
な
り
。(

『
註
維
摩
経
』
ド

3
8
,
3
9
1

と

と̂

一
0

い
ゝ

無
生
忍
を
得
れ
ば
必
ず
仏
種
を
継
ぎ
て
仏
種
姓
の
中
に
生
ず
と
名
づ
く
る
な
り
。(

同|
3
9
1
ど

 

と
僧
肇
が
述
べ
て
い
る
。

転
輪
王

の

王

子

の

譬

喩
は

例
え

ば

『
大
智
度
論
』
9

 2
5
,
3
3
3
3

に

も

「
仏
種
」
(

仏
陀
の
家
系)

に
関
連
し
て
、
 

出
て
い
る
の
で
あ
る
。

如
来
の
家
に
生
ず
る
と
は
、
如
来
の
行
を
行
じ
、

必
ず
如
来
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
ま

た

そ

の

確

信(

「
定
心
」

・
定
親
一
——
二
八)

が
あ 

る
と
い
う
こ
と
が
、

「
仏
種
」

の
内
容
で
あ
る
と
、

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

続

く

『
十
住
毘
婆
沙
論
』

「
浄
地
品
」

の
文
は
、

「
信
力
増 

長
」
と

「
深
行
大
悲
」

と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。

菩
薩
初
地
に
入
れ
ば' 

諸
の
功
徳
の
味
を
得
る
が
故
に
信
力
転
増
す
。

是
の
信
力
を
以
て
、
諸
仏
の
功
徳
无
量
深
妙
な
る
を
籌
量
し 

て
能
く
信
受
す
。
深
く
大
悲
を
行
ず
れ
ば
、
衆
生
を
愍
念
す
る
こ
と
骨
體
に
徹
入
す
る
が
故
に
名
け
て
深
と
為
す
。

一
切
衆
生
の
為
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に
仏
道
を
求
む
る
が
故
に
名
け
て
大
と
為
す
。
慈
心
は
常
に
利
事
を
求
め
て
衆
生
を
安
穏
す
。(

同
—
二
九) 

こ
の
文
も
前
の
文
章
と
の
連
関
を
見
れ
ば
、

前

半

の

「
諸
の
功
徳
味
を
得
る
」

と
は
、

四

功

徳

処1

ハ
波
羅
蜜
の
滋
味
で
あ
り
、

「
諸 

仏
の
功
徳
无
量
深
妙
な
る
こ
と
を
籌
量
し
て
能
く
信
受
す
る
」

と
は
、

「
我
れ
に
是
の
相
有
り' 

必
ず
当
に
作
仏
す
べ
し
」(

同
——
二
八)

と 

の

確

信
(

「
定
心
」)

の
深
ま
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
を
、
信
力
転
増
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
後

半

の

「
深
行
大
悲
」

は
そ
の
菩
薩
の 

不
断
仏
種
の
行
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
、

『
教
行
信
証
』

「
行
巻
」
所

引

の

『
十
住
毘
婆
沙
論
』

の
文
に
於
て
は
、

「
仏
種
」

が

「
仏
陀
の
家
系
」
を
意
味
す
る
と
見
る
こ 

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四

次
に
、
『
教
行
信
証
』

に

「
仏
種
」

の
語
が
出
て
い
る
の
は' 

同

じ

く

「
行
巻
」

の
後
半
に' 

親

鸞

自

身

の

「
六
字
釈
」
を
示
し
た
後
、
 

諸
宗
の
高
僧
の
文
を
引
く
中
の
元
照
の
文
で
あ
る
。

そ
の
第
四
文
に
、

況
ん
や
我
が
弥
陀
は
、
名
を
以
て
物
を
接
し
た
ま
ふ
。

是
を
以
て
耳
に
聞
き
、

口
に
誦
す
る
に
无
辺
の
聖
徳
識
心
に
攬
入
す
。

永
く 

仏
種
と
為
り
て
、
頓
に
億
劫
の
重
罪
を
除
き
、
无
上
菩
提
を
獲
証
す
。
信
に
知
ん
ぬ
。
少
善
根
に
非
ず
、

こ
れ
多
功
徳
な
り
。(

定
親 

ー
丄
ハ
こ

と
あ
る
。

聞

名

・
称
名
に
よ
っ
て
、

弥

陀

の

「
无
辺
の
聖
徳
」
が

「識
心
に
攬
入
す
」

る
と
言
い
、

「
永
く
仏
種
と
な
り
て
、
頓
に
億
劫 

の
重
罪
を
除
き
无
上
菩
提
を
獲
証
す
」

る
と
示
さ
れ
て
い
る
。

こ

こ

で

問

題

に
な

る

の
は

右

の

「
仏
種
」

の
意
味
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従

来

こ

れ

を

「
た
ね
」

「
仏

に

な

る

た

ね(

因
種)

」

と
と
ら
え
る
傾
向
が
あ
る
が
如
何
で
あ
ろ
う
か
。

元
照
の
文
の
第
一
文
に
は
、

但
、
決
定
の
信
心
、

即
ち
是
れ
往
生
の
因
種
な
ら
し
む
。(
定
親
ー
ー
五
入)
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と
あ
り
、
第
二
文
に
は
、

先
ず
魔
種
有
り
。
定

ん
で

撃

発

を

被

る

が

故

に

此

の

事(

魔
事)

を
現
ず
。(

同
—
五
九
・
括
弧
註
筆
者)

と
あ
る
。

ま
た
、
第
五
文
に
は
、

凡
人
の
臨
終
は
識
神
主
無
し
。
善
悪
の
業
種
発
現
せ
ざ
る
こ
と
無
し
。(

同
——
六
こ

と
あ
る
。

こ

の

よ

う

に

「
往
生
の
因
種
」
・
「
魔
種
」
・
「
善
悪
の
業
種
」

と
い
う
こ
と
ば
が
前
後
の
文
に
あ
り
、
特
に
、
第

一

文

の

「
決
定 

の
信
心
、
即
ち
是
れ
往
生
の
因
種
な
ら
し
む
」

と
あ
る
の
で
、
第

四

文

の

「
仏
種
」
も
、

「
仏

に

な

る

た

ね(

因
種)

」

と
領
解
す
る
例
が 

多
い
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
、

こ
の
文
は
、
第

十

八

願

の

成

就

文

の

「
聞
其
名
号
信
心
歓
喜
」
と
い
う
こ
と
と
近
似
し
た 

表
現
と
も
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
聞

名

・
称

名

に

よ

る

「
下
種
」(

種
子
を
下
す
こ
と)

を
示
す
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
場
合
に 

は
、
三
因
仏
性
説
を
援
用
し
て
、
聞

名

・
称

名

を

縁

因

仏

性

・
下
種
さ
れ
た
成
仏
の
因
種
は
了
因
仏
性
た
る
信
心
と
い
う
説
明
も
出
て
く 

る
。

し
か
し
、
親
鸞
は
、
三

因

仏

性

説

を

『
教
行
信
証
』

に
採
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、
さ
ら
に
、

そ

れ

に

立

脚

す

る

「
下 

種
」
と
い
う
発
想
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
。

そ
し
て' 

も
し
右
の
文
が
、
第
十
八
願
成
就
文
の
意
を
示
す
の
な
ら
ば
ど
う
し
て
、
わ
ざ 

わ

ざ

こ

の

「
行
巻
」

に
引
い
た
の
か
、
と
い
う
事
な
ど
が
疑
問
と
な
る
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
つ
い
て
、
ま
ず
、

元
照
の
意
図
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
を
見
て
み
よ
う
と
思
う
。
 

こ
の
元
照
の
文
は
、
『
阿
弥
陀
経
疏
』
を
披
く
と
、

問
ふ
、

四
字
名
号
、
凡
下
常
に
聞
く
。
何
な
る
勝
能
有
て
か
衆
善
に
超
過
せ
る
。
9

 

3
7—

3
6
2
3
)

 

と
の
問
い
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

答
ふ
。
仏
身
は
非
相
な
り
。
果
徳
深
高
な
れ
ど
も
嘉
名
を
立
て
ざ
れ
ば
、
妙
体
を
彰
す
こ
と
莫
し
。
十
方
三
世
皆
異
名
あ
り
。

況
ん 

や
我
が
弥
陀
は
名
を
以
て
物
を
接
し
た
ま
ふ
。

…
…(

前
掲
し
た
の
で
中
略)

…
…
是
多
功
徳
な
り
。(

同
上
中
略
・
筆
者)
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と
言
っ
て
、
続
い
て
、
『
華
厳
経
』
『
薬
師
経
』"

『
瞻
察
経
』
を
引
き
、
諸

経

の

聞

名

・
誦
名
の
功
徳
す
ら
、
衆
生
を
悪
道
に
堕
せ
し
め
ず 

ま
た
浄
土
に
生
を
得
さ
せ
て
善
根
増
長
し
速
や
か
に
不
退
を
得
し
め
る
の
で
あ
る
。
諸
仏
の
名
で
も
そ
う
で
あ
る
、
況
ん
や
我
が
弥
陀
の 

本
誓
有
し
ま
す
を
や
。(

3
6
2
1
3

，
取
意)

と
言
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
悪
道
に
堕
せ
ず
、
速
や
か
に
不
退
を
得
し
め
る
と
い
う
点
か
ら
見
れ 

ば
、
先

の

『
十
住
毘
婆
沙
論
』

と

同

様

に

そ

の

「
仏
種
」

は
、
仏
陀
の
家
系
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

元
照
は
、

同

じ

く

『
小
経
義
疏
』

に
、
文
殊
師
利
を 

仏
種
を
紹
隆
す
る
を
法
王
子
と
称
す
。

(
3
5
9
2
1
)

と
釈
し
、
『
観
経
義
疏
』

に
も

法
よ
り
化
生
し
仏
種
を
紹
隆
す
る
を
法
王
子
と
名
づ
く
。(

2
8
7

と

と
言
っ
て
い
る
。

ま
た
、

「
下
種
」
を
言
う
場
合
に
は
、

浄

土

・
弥
陀
一
た
び
耳
根
を
歴
れ
ば
即
ち
大
位
成
仏
の
種
を
下
す
。

聞
か
ず
信
ぜ
ざ
る
豈
大
失
に
非
ず
や
。(

『
観
経
義
疏
』
・28

0

巴 

と
あ
る
よ
う
に
、
と

く

に

「
成
仏
の
種
を
下
す
」
と
い
う
如
く
言
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、

「
仏
種
」

と
い
う
場
合
は
、

「
成
仏
の
た
ね 

(

因
種)

」
と
い
う
よ
り
も
、

「
仏
陀
の
家
系
」

と
し
て
元
照
は
用
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
『
教
行
信
証
』

の
文
脈
か
ら
は
、

さ

き

に

「
行
巻
」
所

引

の

『
十
住
毘
婆
沙
論
』

の

「
諸
仏
如
来
の
種
」
・
「
諸
の
仏
種
」
が
、 

仏
の
家
系
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、

元

照

の

こ

の

文

の

「
仏
種
」
だ

け

を

「
成
仏
の
た
ね
」

と
は
考
え
に
く
い
こ
と
、

ま
た
、
『
十
住
毘 

婆
沙
論
』

の

「
必

当

作

仏

の

確

信(

定
心)

」
は
、

「
仏
種
」
(

仏
の
家
系
の
も
の)

で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
確
信
で

あ
っ
て

詳
し
く
は
「
仏 

種
」

そ
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、

元

照

の

文

の

「
永
く
仏
種
と
な
り
て
」

の

「
仏
種
」
と
は
、
成
仏
の
因
た 

る
信
心
を
示
す
の
で
は
な
く
、

「
仏
陀
の
家
系
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

親
鸞
自
身
の
教
学
に
於
て
は
、

三
因
仏
性
説
を
採
用
す
る
こ
と
な
く
、
ま

し

て

「
仏
種
」

に
そ
れ
を
適
用
し
て
分
別
す
る
こ
と
は
な
か
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っ
た
の
で
は
な
い
か
。
江
戸
期
の
宗
学
者
達
の
中
に
は
、
三
因
仏
性
説
と
の
融
和
的
見
解
に
立
っ
て
、
親
鸞
の
仏
性
論
を
解
説
し
た
業
績 

も
多
々
あ
る
が
、 

す
で
に
私
は
別
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
方
法
は
真
宗
教
学
の
基
点
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。(

拙

稿

「
親
鸞
の
仏
性
論
」
，
真
宗
教
学
研
究
第
一
〇
号
、
「
見
仏
性
の
意
義
」
，
真
宗
研
究
第
三
一
号
等
に
触
れ
た
。)

ま
た
、
 

仏
種
と
は
元
来
仏
性
の
こ
と
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

そ

の

「
元
来
」
と
い
う
意
味
が
明
ら
か
で
な
く
、

加
え
て 

「
仏
種
」

と

「
仏
性
」

と
を
、
隋

・
唐
の
教
学
に
お
け
る
仏
性
論
で
割
り
切
ろ
う
と
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
や
に
見
受
け
ら
れ
る
。
 

疑
問
で
あ
る
。

さ
て
、

前

節

と

此

節

で

『
教
行
信
証
』

「
行
巻
」

に

所

引

の

『
十
住
毘
婆
沙
論
』

の

文

と

元

照

の

『
阿
弥
陀
経
疏
』

の

文

に

あ

る

「
仏 

種
」

に
つ
い
て
見
て
き
た
の
で
あ
る
。
「
行
巻
」

に

お

け

る

「
仏
種
」
も
、

「
本
有
の
仏
性
」

な
ど
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

「
仏
の
家
系
」 

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

五

『
教
行
信
証
』

「
信
巻
」

の

『
涅
槃
経
』

の
文
に

諸
仏
世
尊
、
諸
の
衆
生
に
於
て
、
種

姓

・
老

小

中

年

・
貧

富

・
時

節

・
日

月

・
星

宿

・

工

巧

，
下

賤

，
僮

僕

・
婢
使
を
観
そ
な
は
さ 

ず
。
唯
、
 

衆
生
の
善
心
有
る
も
の
を
観
そ
な
は
し
た
ま
ふ
。
も
し
善
心
有
れ
ば
則
ち
慈
念
し
た
ま
ふ
。(

定
親
一 

ー
ニ
ハ
七) 

と
の
言
が
あ
る
。
諸
仏
世
尊
は
、 

門
地
家
柄
に
よ
る
差
別
・
年
齢
に
よ
る
差
別,

貧

富

の

差

別,

時

節

方

角

の

差

別-

職
業
に
よ
る
差
別 

を
許
さ
れ
な
い
。

た
だ
善
心
あ
る
も
の
を
の
み
観
そ
な
わ
し
慈
念
し
た
も
う
と
い
う
こ
の
耆
婆
の
言
葉
は' 

月
愛
三
昧
の
根
本
的
理
由
を 

阿
闍
世
に
語
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
経
典
の
精
神
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。

ま
た
、

こ
れ
は
仏
陀
釈
尊
の
真
精
神
を
こ 

の
よ
う
に
聞
き
と
っ
て
生
き
た
人
々
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
諸
差
別
の
中
、
第

一

は

「
種
姓
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

上

来

「
仏
種
」

に

つ

い

て

「
如
来
の
家
系
」
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と
い
う
こ
と
に
ふ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、

具

体

的

に

「
四
姓
平
等
」

か

ら

「
御
同
朋
・
御
同
行
」

ま
で
を
貫
く
仏
陀
の
精
神 

の
表
明
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

古
い
経
や
律
に
は
、

「
四
大
河
、
海
に
入
れ
ば
復
た
河
の
名
無
し
。

四
姓
、

沙
門
と
為
ら
ば
釈
種
と
称
せ
。
」(

『
増
一
阿
含
経
』
巻
ニ
ー
・
 

ド2
1
6
5
8

〇・
・
取
意)

「
四
河
、
海
に
入
れ
ば
復
た
河
の
名
無
し
。
四
姓
、
出
家
せ
ば
同
じ
く
釈
氏
と
称
せ
。
」(

『
四
分
律
』
巻
三
六
・
戸2

2—
8
8

專 

・
取
意)

と
言
う
よ
う
に
、

「
釈
種
」
・
「
釈
氏
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
『
長
阿
含
経
』

に
も
、

今
、
我
が
無
上
正
真
道
の
中
に
は
種
姓
を
須
い
ず
。
吾
我
の
僑
慢
の
心
を
恃
ま
ず
。

俗
法
は
此
を
須
う
れ
ど
も
、
我
が
法
は
爾
ら
ず
。
 

若

し

沙

門

・
婆
羅
門
有
り
て
、
自
ら
の
種
姓
を
僑
み
僑
慢
心
を
懐
か
ば
、
我
が
法
中
に
於
て
終
に
無
上
の
証
を
成
ず
る
こ
と
を
得
ざ 

る
な
り
。

若
し
能
く
種
姓
を
捨
離
し' 

惰
慢
心
を
除
か
ば
則
ち
我
が
法
中
に
於
て
道
の
証
を
成
ず
る
こ
と
を
得
、

正
法
を
受
く
る
に 

堪
え
ん
。:

：
：(

中
略)

：
：:

汝
今
当
に
知
る
べ
し
。
我
が
弟
子
、
種
姓
不
同
に
し
て
、
出
づ
る
所
各
々
異
な
れ
ど
も
、
我
が
法
の
中 

に
於
て
出
家
修
道
す
る
に
、
若
し
人
有
り
て
、

「
汝
誰
の
種
姓
ぞ
」
と
問
は
ん
。

当
に
彼
に
答
へ
て
言
ふ
べ
し'

「
我
は
是
れ
沙
門
、
 

釈
種
の
子
な
り
。
」

と
。
9

一
「3

6
0

と
語
ら
れ
て
い
る
。

同
一
釈
種
と
は
、

四
姓
平
等
の
精
神
を
最
も
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
我
々
が
釈
尊
を
尊
敬
す
る
理
由
の
一
つ
は
、
 

「
四
姓
平
等
」

の
精
神
の
実
現
に
あ
る
。

そ
の
根
拠
た
る
法
が
、
『
大
経
』

に
弥
陀
の
本
願
と
し
て
開
顕
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

羅

什

の

訳

し

た

『
大
荘
厳
論
経
』
巻
七
に
は
、

「
善
根
熟
せ
る
者
、
復
逃
避
す
る
と
雖
も
如
来
大
悲
終
に
放
捨
し
た
ま
は
ず
」
と
示
さ
れ 

て
、
生
業
を
恥
じ
て
逃
げ
る
尼
提
に
仏
陀
は
随
遂
し
て
つ
い
に
出
家
せ
し
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
も
、
仏
陀
の
こ
と 

ば
と
し
て

如
来
は
種
姓
及
び
貴
富
を
観
察
し
た
ま
は
ず
、:

：
：(

中
略)

：
：:

汝
但
だ
、
応
当
に
我
を
信
ず
る
が
故
に
出
家
す
べ
し
。
我
が
法
中 

の
如
き
は
、
悲
心
に
偏
党
無
し
。:

：
：(

中
略)

：
：:

其
の
種
姓
富
貴
及
び

貧

賤
を

択
び

た

ま
は

ず(
戸

4
,
2
9
5
0

 

と
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
随
遂
さ
れ
て
、
尼
提
は
つ
い
に
仏
陀
の
真
精
神
を
知
っ
て
出
家
し
、
や
が
て
阿
羅
漢
果
を
得
た
。
時
に
、
舎
衛
国
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の
長
者
婆
羅
門
達
は
そ
れ
を
聞
き
、
挙
国
紛
紜
し
、

つ
い
に
波
斯
匿
王
が
仏
陀
に
抗
議
し
に
来
た
。
仏
陀
は
、

王
に
、
仏
法
に
は
種
姓
差 

別
を
許
さ
ぬ
こ
と
を
示
し
て' 

譬
喩
を
以
て

譬
へ
ば
伊
蘭
の
木
、
 

相
磋
す
れ
ば
便
ち
火
出
づ
る
が
如
し
。

亦
た
淤
泥
中
に
青
蓮
花
を
出
生
す
る
が
如
し
。

所
生
の
所
を
観
ぜ
ず
、
 

唯
だ
徳
行
を
観
ず
。

(
2
9

が)

と
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
波
斯
匿
王
は
、
仏
語
を
聞
き
過
ち
に
気
づ
い
て
、
仏
足
を
預
礼
し
五
体
投
地
し
て
、
仏
陀
に 

婆
伽
婆
三
藐
三
仏
陀
。

一
切
衆
生
に
於
て
不
請
の
親
友
と
作
り
た
ま
ふ
。

四
種
姓
に
於
て
す
べ
て
偏
党
ま
し
ま
さ
ず
。(

同
上) 

と
申
し
上
げ
、
仏
と
尼
提
の
足
を
礼
し
て
帰
城
し
た
。

こ
れ
が
要
旨
で
あ
る
が
、

こ

こ

に

「
淤
泥
と
蓮
花
」
・
「
伊
蘭
の
木
」
・
「
不
請
の
親 

友
」

の
語
が
、

い
か
な
る
精
神
に
基
づ
い
て
、

い
か
な
る
文
脈
で
言
わ
れ
て
い
る
か
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

右

の

趣

旨

は

同

様

に

同

『
経
』

巻
八
に
も
、

伊
蘭
能
く
火
を
出
し
、
淤
泥
、
 

蓮
花
を
生
ず
る
が
如
し
。
人
を
観
る
に
道
の
徳
を
取
れ
、
何
ぞ
其
れ
族
姓
を
必
と
せ
む
。(

3
0
3
8

 

唯
仏
世
尊
の
み
世
間
を
救
い
た
ま
ふ
に
慈
等
し
く
し
て
悪
意
ま
し
ま
さ
ず
諸
の
衆
生
に
於
て
等
し
く'

能
く
最
親
厚
と
作
り
た
ま
ふ
ー 

(3043.)

と
あ
る
。
本
願
の
宗
教
は
、

こ
の
教
言
に
よ
っ
て
生
き
る
勇
気
を
獲
得
し
た
人
々
に
よ
っ
て
伝
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
 

仏

陀

の

教
え

を

受
け

る
も

の
の
名
の
り
が

「
釈
」

で
あ
る
が
、

そ

の

「
釈
」
の
名
の
り
の
精
神
的
大
地
を
忘
却
し
て
、

「
釈
」
た
る
こ
と 

に
驕
り
教
団
が
い
の
ち
と
す
る
も
の
を
喪
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。

そ
れ
を
批
判
し' 

仏
教
の
根
源
的
精
神
の
回
復
を
目
ざ
す
運
動
が 

大
乗
興
隆
で
あ
る
。

『
大
無
量
寿
経
』

や

『
維
摩
経
』

等' 

大
乗
の
経
典
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
時
、

「
釈
種
」
は
、

「
仏
種
」
と 

し
て
と
ら
え
な
お
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
護
仏
種
性
、
常
使
不
絶
」
・
「
使
仏
種
処
処
不
断
」"

「令
仏
種
不
断
」

と
い
う
こ
と
が
、
 

く
り
か
え
し
、
大
乗
経
典
の
い
た
る
所
に
出
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
過
去
の
大
乗
興
起
の
そ
の
時
の
出
来
事
と
し
て
の
み 

止
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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六

「
仏
種
不
断
」
と
い
う
こ
と
は
、
大
乗
の
仏
教
に
於
て
、
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
来
た
。

そ

の

「
仏
種
」

と
は
、
ま

ず

「
仏
陀
の
家
系
」 

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

俗
姓
の
諸
差
別
を
否
定
し
、

「
四
姓
平
等
」

の
社
会
を
実
現
す
る
と
い
う
仏
教
の
根
本
精
神
を
具
体
的
に
示 

す

も

の

が

「
仏
種
」

で
あ
る
。

そ

の

「
仏
種
」

の
世
界
を
実
現
せ
ん
と
す
る
意
志
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
で
あ
り
、

そ
の
願
心
の
象
徴
す
る 

も
の
が
浄
土
の
二
十
九
種
荘
厳
で
あ
る
。
『
浄
土
論
註
』

で
は
、

菩
薩
功
徳
に' 

無
仏
の
国
土
へ
往
生
し
て' 

仏
法
を
示
す
こ
と
仏
の
如 

く
し
よ
う
と
い
う
菩
薩
の
志
願
を
、
仏
法
僧
の
三
宝
の
無
き
処
に
至
り
、

三
宝
を
住
持
し
荘
厳
し
て' 

仏
種
を
し
て
処
処
に
断
た
ざ
ら
し 

め
ん
と
顕
し
て
い
る
。

そ

の

よ

う

な

行

・
実
践
を
な
す
も
の
を
こ
そ
、
浄
土
よ
り
来
た
仏
の
如
き
は
た
ら
き
を
な
す
菩
薩
と
い
う
べ
き
で 

あ
る
。

こ
の
菩
薩
は
、
阿
弥
陀
仏
に
ま
み
え
て
、
十
地
の
進
趣
に
よ
ら
ず
に
そ
れ
を
超
越
し
て
還
相
利
他
の
実
践
を
な
す
菩
薩
で
あ
る
。
 

(

『
論
註
』
巻

下

・
不
虚
作
住
持
功
徳)

そ
も
そ
も
、

そ

の

よ

う

な

意

味

を

持

つ

「
仏
種
」
が
、
諸
の
経
論
に
幾
度
も
話
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ 

う
か
。

「
仏
種
不
断
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、

「
護
持
正
法
」
と

か

「
真
実
を
開
顕
す
る
」
と
か
、

「
如
来
出
世
の
本
懐
」
と
か
い
う
こ 

と
は
、
仏
教
の
精
神
や
人
間
に
と
っ
て
、
所
謂
平
穏
無
事
な
時
代
に
課
題
に
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
 

こ
の
こ
と
を
示
す
も
の
は
、
『
教
行
信
証
』

「
化
身
土
巻
」
末
巻
の
諸
文
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
 

夫
れ
ヽ
諸
の
修
多
羅
に
拠
っ
て
、

真
偽
を
勘
決
し
て
、

外
教
邪
偽
の
異
執
を
教
誡
せ
ば
、
『
涅
槃
経
』

に
言
は
く
、

仏
に
帰
依
せ
ば 

終
に
更
た
其
の
余
の
諸
天
神
に
帰
依
せ
ざ
れ
。
昭

『
般
舟
三
昧
経
』

に
言
は
く
、
優
婆
夷
是
の
三
昧
を
聞
き
て
学
ば
む
と
欲
は
む
者 

は
觌
自
ら
仏
に
帰
命
し
、
法
に
帰
命
し
、
比
丘
僧
に
帰
命
せ
よ
。
余
道
に
事
ふ
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、

天
を
拝
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
、
 

鬼
神
を
祠
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
吉
良
日
を
視
る
こ
と
を
得
ざ
れ
と
。
±3
又
言
は
く
、
優
婆
夷
、

三
昧
を
学
ば
む
と
欲
は
ば
劭
天
を
拝 

し
神
を
祠
祀
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
。
牆
(

定
親
一
——
三
ニ
七)
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と
言
っ
て
い
る
。
な
ぜ
、

こ
れ
ほ
ど
に
教
誡
の
語
を
畳
み
か
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
教
誡
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
極
め 

て
明
瞭
で
あ
る
。

明
瞭
か
つ
簡
潔
に
、

畳
み
こ
む
よ
う
に
教
誡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
仏
教
の
精
神
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
か
ら 

で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
危
機
を
最
も
直
截
に
示
す
の
は
、
所
引
の
諸
文
中
の
、
『
首
楞
厳
経
』
(

『
大
仏
頂
如
来
密
因
修
証
了
義
諸
菩
薩
万
行
首
楞
厳
経
』) 

の
文
で
あ
る
。

彼
等
の
諸
魔
彼
の
諸
鬼
神' 

彼
等
の
群
邪
、
亦
徒
衆
有
り
て
各
各
自
ら
謂
は
む
。

无
上
道
を
成
り
て
我
が
滅
度
の
後
、
末
法
の
中
に 

此
の
魔
民
多
か
ら
む
。

此
の
鬼
神
多
か
ら
む
。

此
の
妖
邪
多
か
ら
む
。

世
間
に
熾
盛
し
て
、
善
知
識
と
為
り
て
、
諸
の
衆
生
を
し
て 

愛
見
の
坑
に
落
さ
し
め
む
。
菩
提
の
路
を
失
し
、
誌
惑
無
識
に
し
て
、
恐
ら
く
は
心
を
失
せ
し
め
む
。

所
過
の
処
に
其
の
家
擁
散
し 

て
、
愛
見
の
魔
と
成
り
て
、
如
来
の
種
を
失
せ
む
と
。(

定
親
一
ー
三
五
六) 

そ
の
危
機
と
は
、

「
如
来
の
種
」
が
失
わ
れ
る
危
機
で
あ
る
。

「
如
来
の
種
」
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

「
四
姓
平
等
」
に
具
体
的
に
示 

さ
れ
る
仏
陀
の
精
神
が
失
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
こ
そ
経
道
の
滅
尺
を
意
味
す
る
。

こ
の
世
が
、

「
愛
見
の
魔
」

の
棲 

み
家
に
な
り
、
人
間
の
心
を
失
っ
た
世
界
に
な
る
と
い
う
、

そ
れ
こ
そ
、
人
間
の
危
機
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
痛
切
な
認
識
が
あ
っ
て
の 

こ
の
教
誡
で
あ
る
。
だ

か

ら

仏

陀'

二
宝
に
帰
依
し
た
な
ら
ば
余
道
に
事
え
た
り' 

天
を
拝
し
た
り' 

鬼
神
を
祠
っ
た
り' 

吉
良
日
を
視 

た

り

す

る

「
必
要
が
な
い
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、

「
三
宝
に
帰
命
せ
よ
。

そ
れ
以
外
に
は
決
し
て
帰
依
せ
ざ
れ
、
礼
拝
せ
ざ
れ
。
」

と
い 

う
趣
旨
の
教
誡
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
の
み
が
、

「
如
来
の
種
」
を
失
わ
せ
な
い
唯
一
の
道
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、

『
論 

註
』

に

お

け

る

菩

薩

の

「
三
宝
を
住
持
し
仏
種
を
断
た
し
め
」
ざ
る
行
が
説
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
所
以
も
推
察
で
き
よ
う
。

大
乗
の
仏
道
は
、
常
に
、
経
道
滅
尽
の
危
機
を
見
つ
め
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

星

宿

や

諸

魔

・
諸

鬼

神

・
諸
天
王
の
護
持
を
、
 

繰
り
返
し
仏
陀
釈
尊
が
語
っ
て
い
る
こ
と
を
親
鸞
が
示
す
の
は
、
親
鸞
に
、

今
、
劫

濁

・
煩

悩

濁

・
衆

生

濁

・
大

悪

煩

悩

濁

・
闘
靜
悪
世
の
時' 

人
寿
百
歳
に
至
る
ま
で
、

一
切
の
白
法
尺
き
、

一
切
諸
悪
闇
翳
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な
ら
む
。

世
間
は
譬
へ
ば
、
海
水
の
一
味
に
し
て
大
鹹
な
る
が
如
し
。

大
煩
悩
の
味
世
に
遍
満
せ
む
。

集
会
の
悪
党
、
手
に
觸
髏
を 

執
り
、
血
を
そ
の
掌
に
塗
ら
む
。

共
に
相
殺
害
せ
む
。(

同
—
三
四
四) 

と
い
う
時
代
の
認
識
が
あ
る
か
ら
で
、
決
し
て
融
和
的
な
意
図
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

だ
か
ら
、
護
持
養
育
の
目
的
は
、
決
し
て
漠
然 

た
る
も
の
で
は
な
く
、

「護

持

正

法

・
熾
然
三
宝
」

の
た
め
な
の
で
あ
る
。

星

宿
が

四

種

の

衆

生
を

救
う

の
が

任
務
で

あ
る(

魔
王
波
旬 

星
宿
品)

と
い
う
の
も
、
右
の
よ
う
な
危
機
の
認
識
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば' 

漠
然
た
る
解
釈
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。

三
宝
に
帰
命
す
る
こ 

と
を
強
く
勧
め
る
こ
と
も
、
菩
薩
が
三
宝
を
住
持
荘
厳
す
る
こ
と
を
誓
う
こ
と
も
、

そ
う
で
あ
る
。

経
道
が
滅
尺
す
る
当
来
の
世
を
、
ま
さ
し
く
こ
の
世
に
見
て
、
令
法
久
住
不
断
仏

種
を

実

践
す

る

人
こ

そ
が

「
仏
種
」

で
あ
る
。

そ
の 

人

の

寿

命

を

『
大
無
量
寿
経
』

流

通

分

に

は

「
止
住
百
歳
」

と
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
如
来
の
無
き
世
に
、
如
来
の
精
神
を
住
持
荘
厳 

し' 

新
た
に
如
来
の
子
を
誕
生
せ
し
め
る
こ
と
、

そ
れ
こ
そ
如
来
の
家
に
生
じ
た
も
の
た
る
所
以
で
あ
る
。

「
三
宝
に
帰
命
せ
よ
。
」

そ
の
教
誡
を
遵
守
す
る
時
、
す
で
に
仏
種
で
あ
る
。

そ
の
人
は
、

「
設
い
千
万
億
の
一
切
の
魔
軍
終
に
須
臾
も 

害
を
為
す
こ
と
を
得
る
こ
と
能
は
ず
」(

同
—
三
三
一)

と
も
言
わ
れ
る
。

そ
れ
は
ま
さ
し
く
念
必
定
の
菩
薩(

前

述

『
十
住
毘
婆
沙
論
』)

で
あ 

り
、

子
に
し
て
す
で
に
親
の
行
を
為
す
人
で
あ
る
。

「
示
仏
法
如
仏
」

の
菩
薩
で
あ
る
。

そ
こ
に
衆
生
黎
庶
群
萌
の
尊
厳
性
も
あ
る
。
 

『
大
無
量
寿
経
』

の

「特
留
此
経
止
住
百
歳
」
と
は
、
不
断
仏
種
の
行
を
な
す
仏
種
を
不
断
な
ら
し
め
ん
と
す
る
如
来
の
意
志
を
示
す
。
 

そ

の

仏

種

と

は

『
大
無
量
寿
経
』
の
会
座
に
集
う
た
菩
薩
達
で
あ
り
、

「
如
来
甚
深
の
法
蔵
を
受
持
し
、
仏
の
種
性
を
護
り
常
に
絶
え
ざ
ら 

し
む
」

る
行
を
実
践
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
衆
生
の
す
が
た
を
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
ま
こ
と
に
四
句
を
超
え
百
非
の
喩
え 

ざ
る
所
で
あ
る
。
自
か
ら
是
な
る
仏
種
の
境
界
で
は
な
い
か
。

紙
数
す
で
に
超
過
し
、
期
限
に
も
大
市
に
遅
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
、
註
も
準
備
し
た
が
、
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

他
日
を
期
し
た 

い
。

大
方
の
御
教
示
を
待
つ
次
第
で
あ
る
。
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