
鳩
摩
羅
什
が
『
妙
法
蓮
華
経
」
（
以
下
『
法
華
経
』
と
略
称
）
を
漢
訳
し
て
以
来
、
中
国
で
は
南
北
両
朝
に
わ
た
る
多
く
の
仏
教
学
者
に

よ
っ
て
広
く
「
法
華
経
』
研
究
が
進
め
ら
れ
て
来
た
。
そ
し
て
や
が
て
天
台
智
顎
（
五
三
八
～
五
九
七
）
に
よ
っ
て
天
台
教
学
が
確
立
せ
ら

れ
る
に
及
ん
で
、
中
国
仏
教
に
お
い
て
「
法
華
経
」
が
大
乗
仏
教
の
中
で
も
最
も
重
要
な
経
典
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

『
法
華
経
」
に
は
仏
の
智
慧
や
菩
薩
行
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
教
説
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
中
で
も
．
仏
乗
」
の
語
に
よ
っ
て
顕

彰
さ
れ
る
仏
教
思
想
は
仏
陀
究
極
の
真
意
と
精
神
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
注
目
せ
ら
れ
て
き
た
。
「
法
華
経
」
に
お
い
て
「
一
仏

乗
」
と
は
、
一
切
衆
生
が
平
等
に
成
仏
し
得
る
と
い
う
最
高
原
理
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
三
乗
の
教
が
方
便
で
あ
る
こ
と
を
開
示
す
る

と
い
う
仏
意
の
表
明
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
法
華
経
」
の
所
説
を
も
と
に
、
天
台
教
学
に
お
い
て
は
仏

教
の
総
合
的
な
教
理
体
系
を
確
立
す
る
に
至
り
、
教
観
両
面
に
わ
た
っ
て
独
自
の
仏
教
哲
学
の
出
現
を
見
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
天

台
宗
の
教
理
研
究
と
と
も
に
そ
の
教
化
活
動
に
あ
っ
て
は
、
常
に
「
法
華
経
」
の
精
神
を
軸
に
「
一
仏
乗
」
の
理
想
実
現
に
向
け
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
仏
道
の
歴
史
を
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
仏
乗
と
天
台
浄
土
教

は
じ
め
に

福
島
光
哉
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い
ま
此
の
小
論
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
一
仏
乗
の
理
想
を
実
現
す
る
一
つ
の
方
途
と
し
て
、
天
台
宗
の
諸
師
た
ち
が
採
用
し
た

浄
土
教
の
諸
問
題
を
取
り
上
げ
よ
う
と
思
う
。
と
り
わ
け
「
凡
夫
往
生
」
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
衆
生
が

「
仏
に
成
る
」
と
い
う
大
乗
仏
教
の
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
一
側
面
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

晴
代
の
中
国
仏
教
に
は
、
慧
遠
（
五
二
三
～
五
九
二
）
の
「
大
乗
義
章
」
や
吉
蔵
（
五
四
九
～
六
二
三
）
の
「
大
乗
玄
論
」
な
ど
、
「
大
乗
」

の
名
を
冠
し
た
仏
教
研
究
の
大
著
が
目
立
つ
。
こ
の
よ
う
に
「
大
乗
」
を
名
の
る
こ
と
は
、
当
時
す
で
に
大
乗
仏
教
が
仏
教
の
中
心
的
な

位
置
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
た
こ
と
が
自
明
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
あ
ら
た
め
て
大
乗
仏
教
を
総
合
的
に
把
握
し

つ
つ
大
乗
精
神
の
本
質
を
探
求
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

南
北
朝
時
代
に
は
大
乗
思
想
が
探
求
せ
ら
れ
て
い
く
中
で
、
「
法
華
経
』
の
一
仏
乗
を
め
ぐ
っ
て
多
様
な
見
解
が
表
明
さ
れ
、
一
仏
乗

と
い
う
教
説
が
仏
教
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
も
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
場
合
の
問
題
点
と
し

て
は
、
三
乗
・
一
乗
の
教
説
が
方
便
と
真
実
と
の
論
理
的
な
関
係
を
表
す
と
し
て
そ
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は

「
二
乗
作
仏
」
と
い
う
教
え
は
、
一
切
衆
生
の
成
仏
を
も
約
束
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
ま
た
一
仏
乗
は
大
乗
仏
教
の
中

で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
の
問
題
が
中
心
で
あ
っ
た
。
更
に
一
方
に
お
い
て
は
、
諸
法
の
実
相

が
仏
智
に
よ
っ
て
く
ま
な
く
究
尽
せ
ら
れ
る
と
の
教
説
か
ら
、
妙
法
た
る
諸
法
実
相
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開
せ
ら
れ
る
こ
と
に

も
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
こ
の
時
期
の
『
法
華
経
」
研
究
を
通
し
て
云
え
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
『
法
華
経
』
が
仏
教
全

体
の
中
で
唯
一
最
高
の
経
典
と
し
て
、
あ
る
い
は
大
乗
仏
教
の
精
神
が
完
全
に
解
き
明
か
さ
れ
た
経
典
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
は
限

体
の
中
で
唯
一
最
高
の
経
典
と
し
一

ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
や
が
て
天
台
智
顎
が
吉
蔵
や
慧
遠
と
同
じ
く
晴
代
に
活
躍
し
、
周
知
の
よ
う
に
「
法
華
経
」
の
独
自
性
を
、
蔵
・
通
・
別
の
三
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そ
の
解
答
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
摩
訶
止
観
』
を
中
心
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
円
教
止
観
の
修
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
行
化
他

に
わ
た
る
各
種
の
観
法
を
修
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
実
智
顎
以
来
の
天
台
諸
師
は
あ
げ
て
「
四
種
三
昧
」
を
中
心
と
し
た
天
台
の
観
法

に
そ
っ
て
実
践
し
て
来
た
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
止
観
の
実
践
こ
そ
が
天
台
の
法
燈
を
護
持
す
る
最
も
具
体
的
な
証
し
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
智
顎
の
確
立
し
た
天
台
教
学
か
ら
す
れ
ば
、
一
仏
乗
の
理
想
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
実
現
し
よ
う
と
す
る
に
は
「
摩
訶

止
観
』
が
最
高
の
指
南
書
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
後
の
宋
代
に
至
っ
て
も
、
天
台
の
実
践
法
と
し
て
は
『
摩
訶
止
観
」
の
円

頓
止
観
法
が
遵
守
さ
れ
続
け
て
来
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
一
方
に
お
い
て
、
こ
の
「
四
種
三
昧
」
を
行
じ
十
乗
観
法
を
手
本
と
し
て
観

法
を
修
す
る
こ
と
は
甚
だ
難
行
で
あ
っ
て
、
勝
れ
た
天
台
諸
師
に
と
っ
て
も
こ
れ
を
実
践
し
成
就
し
得
る
こ
と
は
望
め
ず
、
い
わ
ん
や
僧

俗
と
も
に
修
し
て
と
も
に
仏
道
を
成
就
し
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
純
粋
に

天
台
の
教
理
体
系
の
上
か
ら
一
仏
乗
が
実
現
す
る
可
能
性
を
検
討
す
れ
ば
、
『
摩
訶
止
観
」
の
解
明
す
る
観
法
が
実
践
上
い
か
ほ
ど
の
有

効
性
を
も
つ
の
か
と
い
う
疑
問
に
辿
り
着
く
の
で
は
な
い
か
。

一
方
、
改
め
て
中
国
天
台
思
想
史
を
み
れ
ば
、
こ
と
に
宋
代
の
天
台
宗
が
自
ら
選
ん
だ
三
昧
法
と
し
て
は
難
行
で
あ
る
「
摩
訶
止
観
航
一

教
を
相
待
・
絶
待
の
二
つ
の
側
面
か
ら
開
会
し
、
純
粋
円
教
を
説
く
経
典
と
し
て
把
握
し
た
。
そ
し
て
「
法
華
経
』
の
一
仏
乗
の
思
想
を

通
し
て
、
衆
生
と
仏
、
あ
る
い
は
迷
と
悟
と
が
不
二
で
あ
る
こ
と
が
徹
底
的
に
解
明
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
「
十
界
互

具
」
の
法
界
観
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
空
・
仮
・
中
の
三
諦
を
原
理
と
す
る
衆
生
法
の
本
来
的
な
在
り
方
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、

後
世
の
『
法
華
経
」
学
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
大
乗
仏
教
の
究
極
は
『
法
華
経
」
の
一

仏
乗
に
あ
り
と
す
る
確
信
を
抱
く
に
至
る
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
以
上
の
よ
う
に
、
『
法
華
経
」
の
一
仏
乗
が
大
乗
の
帰
結
と
し
て
、
智
顎
に
よ
っ
て
そ
の
教
学
が
完
成
を
見
た
と
す
る
な
ら
ば
、

現
実
に
一
切
衆
生
が
成
仏
し
得
る
と
い
う
一
仏
乗
の
理
想
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
な
方
途
に
つ
い
て
、
智
顎
は
ど
の
よ
う
に
教
示
し

現
実
に
一
切
衆
生
ぷ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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の
四
種
三
昧
よ
り
も
、
当
時
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
易
行
と
し
て
の
浄
土
教
、
即
ち
「
念
仏
三
昧
」
に
著
し
く
傾
斜
し
て
い
っ
た
こ
と
に
気

付
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
天
台
宗
が
「
念
仏
三
昧
」
、
ひ
い
て
は
西
方
浄
土
を
願
生
す
る
と
い
う
浄
土
教
を
熱
心
に
取
り
入
れ
る
に

至
っ
た
諸
様
相
を
展
望
し
て
み
よ
う
。

趙
宋
時
代
に
な
る
と
、
天
台
諸
師
は
こ
ぞ
っ
て
西
方
浄
土
へ
の
往
生
を
願
う
念
仏
三
昧
を
も
っ
て
、
自
他
の
最
も
重
要
な
実
践
的
課
題

と
し
て
取
り
組
み
、
あ
た
か
も
天
台
宗
の
実
践
法
は
も
っ
ぱ
ら
「
観
無
量
寿
経
』
（
以
下
「
観
経
』
と
略
称
）
の
説
く
念
仏
三
昧
で
あ
る
と

し
た
か
の
ご
と
く
に
見
え
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
生
み
出
し
た
代
表
的
な
事
情
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
第
一
に
直
接
的
に
は
五
代

か
ら
宋
代
初
期
に
か
け
て
、
禅
宗
と
関
わ
り
を
も
っ
て
い
た
天
台
の
諸
師
が
浄
土
教
に
対
し
て
深
い
関
心
と
帰
依
の
念
を
も
っ
て
い
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
法
眼
禅
系
の
永
明
延
寿
（
九
○
四
～
九
七
五
）
が
禅
・
浄
一
致
を
唱
え
て
広
く
浄
土
教
を
研
究
し
、
当
時
中

国
に
お
い
て
埋
も
れ
つ
つ
あ
っ
た
大
乗
諸
宗
の
教
学
を
掘
り
起
こ
し
、
天
台
や
華
厳
、
更
に
禅
宗
の
実
践
行
な
ど
諸
大
乗
教
学
と
共
に
、

浄
土
教
も
仏
教
の
一
つ
の
目
的
に
至
る
優
れ
た
実
践
的
な
教
義
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
重
要
で
あ
る
。
中
で
も
智
顎

の
撰
述
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
た
「
浄
土
十
疑
論
』
が
、
彼
の
浄
土
教
義
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
後
の
天
台
浄
土
教

が
『
浄
土
十
疑
論
』
を
指
南
害
と
し
て
展
開
す
る
に
至
る
た
め
の
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
天
台
諸
師
に
お
い
て
も
、
山
家
派
の
義
通
（
九
一
一
七
～
九
八
八
）
や
山
外
派
の
文
備
（
九
二
六
～
九
八
五
）
・
源
清
な
ど
、
い
ず
れ
も

「
天
台
観
経
疏
」
に
注
目
し
て
こ
れ
を
研
究
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
教
理
上
の
内
容
に
つ
い
て
は
詳
し
く
把
握
で
き
な
い
け
れ

ど
も
、
『
天
台
観
経
疏
」
研
究
を
通
し
て
念
仏
三
昧
の
有
り
様
を
め
ぐ
る
議
論
が
活
発
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
実
、
宋
代
に
は
上
掲
二
言
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
僧
俗
の
間
に
幾
多
の
「
念
仏
結
社
」
が
組
織
さ
れ
、
活
発
な
浄
業
の
実
践
を
現
出

事
実
、
宋
代
に
畔①

す
る
の
で
あ
る
。

二
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そ
の
た
め
、
代
表
的
な
指
導
者
で
あ
っ
た
四
明
知
礼
（
九
六
○
～
一
○
二
八
）
は
専
ら
「
天
台
観
経
疏
」
を
依
用
し
て
『
浄
土
十
疑
論
』

に
言
及
す
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
の
に
対
し
、
い
ま
一
人
の
指
導
者
で
あ
っ
た
慈
雲
遵
式
（
九
六
三
～
一
○
三
二
）
は
ど
ち
ら
か
と
云
う

②

と
「
浄
土
十
疑
論
』
を
祐
佛
さ
せ
る
よ
う
な
浄
土
教
思
想
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
此
の
二
害
の
う
ち
ど
ち
ら
を
重

視
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
思
想
内
容
に
も
相
違
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
注
目
す
べ
き
特
色
が
あ
る
。

を
骨
子
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
第
二
に
は
、
唐
代
以
来
の
浄
土
教
が
僧
俗
の
問
に
浸
透
し
て
お
り
、
こ
と
に
道
棹
や
善
導
系
の
浄
土
教
が
広
く
民
間
に
も
普
及
し

て
い
た
こ
と
が
、
宋
代
浄
土
教
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
諸
々
の
「
念
仏
結
社
」
に
お
い
て
行
ぜ
ら
れ
る
念
仏
三
昧
が
「
称
名
念
仏
」
を
一
つ
の
柱
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
現

れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
、
趙
宋
天
台
に
と
っ
て
浄
土
教
に
対
し
て
確
固
た
る
自
ら
の
教
理
体
系
を
確
立
す
る
こ
と
が
、

伝
統
的
な
止
観
そ
の
も
の
を
純
粋
に
維
持
す
る
こ
と
よ
り
も
、
一
層
強
く
要
請
せ
ら
れ
る
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
末
代
の
天
台
浄
土
教
家
が
彼
ら
の
指
南
書
と
し
て
共
通
し
て
尊
重
し
た
の
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
『
天
台
観
経
疏
」
と
『
浄
土

十
疑
論
」
で
あ
っ
た
。
当
時
こ
の
両
耆
は
共
に
智
顎
の
撰
述
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
此
の
両
書
の
間
に
は
か
な
り
思
想

上
の
隔
た
り
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
「
天
台
観
経
疏
』
は
『
観
経
』
十
六
観
法
の
中
で
も
第
八
像
観
に
説
か
れ
る
「
理
観
念
仏
」
に
重
点
を

お
い
て
、
こ
の
観
法
が
伝
統
的
な
円
教
止
観
と
一
致
す
る
と
さ
れ
、
甚
だ
困
難
な
観
法
で
あ
る
が
こ
れ
こ
そ
「
観
経
』
念
仏
の
究
極
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
浄
土
十
疑
論
」
は
『
無
量
寿
経
」
に
依
っ
て
弥
陀
の
本
願
力
に
乗
じ
て
「
機
感
相
応
」
し
、

『
観
経
』
の
下
品
生
に
説
か
れ
る
凡
夫
往
生
の
説
と
相
俟
っ
て
、
具
縛
の
凡
夫
を
救
済
の
対
象
と
す
る
易
行
の
念
仏
三
昧
を
勧
め
る
こ
と

以
上
の
よ
う
な
状
況
を
念
頭
に
お
い
て
、
宋
代
の
在
俗
信
者
た
ち
が
自
ら
凡
夫
の
限
界
を
意
識
し
つ
つ
、
専
門
僧
た
ち
か
ら
ど
の
よ
う
５
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な
浄
土
教
を
学
び
と
っ
た
か
を
次
に
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
そ
こ
で
当
時
の
在
俗
信
者
た
ち
の
中
で
も
指
導
的
地
位
に
あ
っ
た
北
宋
６

③

の
楊
傑
と
陳
瑳
、
及
び
南
宋
の
王
閲
と
呉
克
己
の
四
人
を
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
浄
土
信
仰
の
特
色
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
南
北
両
宋

代
の
間
に
見
ら
れ
る
微
妙
な
信
仰
内
容
の
変
遷
を
も
、
合
わ
せ
注
意
し
得
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

北
宋
時
代
の
う
ち
最
も
浄
土
教
が
隆
盛
で
あ
っ
た
の
は
、
元
祐
年
間
（
一
○
八
六
～
一
○
九
四
）
を
中
心
と
す
る
二
世
紀
後
半
で
あ
る
。

此
の
頃
の
浄
土
教
は
天
台
の
知
礼
や
遵
式
の
思
想
を
も
と
に
展
開
し
、
禅
宗
の
宗
蹟
や
律
宗
の
元
照
な
ど
も
輩
出
し
て
活
動
を
始
め
た
時

期
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
指
導
者
た
ち
か
ら
浄
土
教
に
つ
い
て
学
び
、
自
ら
深
く
帰
依
し
て
い
っ
た
人
び
と
と
し
て
禅
宗
系
の
楊
傑

や
王
敏
仲
、
天
台
系
の
陳
灌
や
晁
説
之
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。

ま
ず
楊
傑
は
宋
代
浄
土
教
家
を
代
表
す
る
人
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
浄
土
教
思
想
は
禅
宗
系
の
延
寿
や
宗
蹟
の
浄
土
教
を
継

承
す
る
と
と
も
に
、
天
台
に
も
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
が
随
所
に
表
れ
て
い
る
。
彼
は
浄
土
教
に
関
す
る
幾
つ
か
の
短
篇
を
書
き
残
し
て
い

④

る
の
で
そ
れ
に
よ
り
な
が
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
彼
の
『
浄
土
十
疑
論
序
』
に
よ
る
と
「
愛
重
か
ら
ざ
れ
ぱ
娑
婆
に
生
ま
れ
ず
。
念

一
な
ら
ざ
れ
ば
極
楽
に
生
ま
れ
ず
」
と
い
っ
て
、
娑
婆
（
糠
土
）
と
極
楽
（
浄
土
）
の
相
違
を
あ
げ
、
生
死
を
輪
廻
す
る
娑
婆
と
無
生
法

忍
を
証
す
る
極
楽
と
の
相
違
を
は
っ
き
り
と
知
り
、
自
ら
は
凡
夫
と
し
て
の
自
覚
を
も
つ
べ
き
こ
と
を
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
『
浄
土
十

疑
論
』
の
特
徴
は
、
阿
弥
陀
仏
の
願
力
に
乗
じ
て
念
仏
し
、
「
機
感
相
応
」
し
て
「
即
得
往
生
」
を
求
め
る
べ
き
こ
と
を
教
え
る
と
こ
ろ

に
あ
る
と
考
え
、
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
「
唯
だ
済
度
を
も
っ
て
仏
事
と
為
す
」
と
い
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
が
救
済
仏
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

救
済
の
原
理
を
本
願
力
に
求
め
て
「
念
仏
の
衆
生
を
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
は
ざ
」
る
働
き
を
特
に
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
衆
生
た

る
我
ら
は
「
聖
凡
一
体
に
し
て
機
感
相
応
す
る
」
こ
と
に
よ
り
「
諸
仏
心
内
の
衆
生
な
れ
ば
、
塵
塵
極
楽
な
り
。
衆
生
心
中
の
浄
土
な
れ

ば
、
念
念
弥
陀
な
ら
ん
」
と
い
う
阿
弥
陀
仏
と
衆
生
と
の
不
二
一
体
の
関
係
を
自
覚
す
る
に
至
る
べ
き
こ
と
を
明
か
す
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
「
自
性
弥
陀
・
唯
心
浄
土
」
の
原
理
に
基
づ
く
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
彼
の
場
合
に
は
阿
弥
陀
仏
を
単
な
る
内
在
的
で
は
な
く
、

超
越
的
な
仏
と
し
て
の
側
面
に
注
意
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



①
「
吾
わ
れ
は
仏
を
超
え
、
祖
を
越
え
る
べ
し
。
浄
土
に
生
る
る
に
足
ら
ず
」
と
い
う
者
。
…
不
足
生

②
「
処
処
み
な
浄
土
な
り
。
西
方
浄
土
に
必
ず
し
も
生
れ
ず
」
と
い
う
者
。
：
‐
不
必
生

③
「
極
楽
の
聖
域
は
、
わ
が
輩
凡
夫
の
生
る
る
能
わ
ず
」
と
い
う
者
。
…
不
能
生

彼
は
こ
の
よ
う
に
浄
土
不
信
の
者
を
三
種
に
分
け
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
①
は
禅
宗
の
中
に
浄
土
へ
の
往
生
を
認
め
な
い
と
す
る
六
祖

慧
能
以
来
の
伝
統
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
往
生
浄
土
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
楊
傑
は
「
自
欺
」
な
る

者
と
厳
し
く
批
判
を
加
え
て
い
る
．
②
は
弥
勒
浄
土
、
或
い
は
『
華
厳
経
」
の
十
方
浄
土
な
ど
の
教
説
に
立
っ
て
、
西
方
浄
土
を
偏
讃
す

る
こ
と
へ
の
不
満
を
表
す
者
で
あ
ろ
う
。
楊
傑
は
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
「
自
慢
」
な
る
者
と
い
っ
て
叱
責
す
る
。
ま
た
③
は
凡
夫

衆
生
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
浄
土
に
往
生
で
き
る
筈
が
な
い
と
卑
下
す
る
者
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
楊
傑
は
「
自
棄
」
す
る
者
だ
と
い
っ

て
批
判
す
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
「
三
種
不
信
心
」
と
そ
れ
に
対
す
る
楊
傑
の
批
判
は
、
浄
土
教
に
心
を
寄
せ
る
人
び
と
に
強
い
関
心
を
集

そ
し
て
彼
の
場
合
、
脂⑤

え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
往
生
浄
土
と
い
う
有
相
的
な
教
理
に
対
す
る
批
判
が
前
代
以
来
継
承
さ
れ
て
来
た
こ
と
に
注
目
し
、
此
の
点
へ
の
誤
解
を
解
く
た

め
に
彼
は
大
要
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
即
ち
「
実
際
の
理
地
か
ら
云
え
ば
、
仏
も
な
く
衆
生
も
な
く
、
楽
も
な
く
苦
も
な
く
、
ま
し

て
浄
と
減
と
が
有
る
は
ず
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
更
に
（
浄
土
へ
の
）
生
と
か
不
生
と
か
は
有
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
《
理
を
以

て
事
を
奪
う
》
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
世
界
に
あ
っ
て
は
、
い
ま
だ
衆
生
の
境
地
以
上
に
出
て
い
な
い
我
々
は
、
至
心
に
弥
陀
を
念

じ
て
浄
土
を
求
生
せ
よ
と
い
う
教
え
を
、
信
ぜ
ず
に
お
れ
な
い
の
で
あ
る
。
薇
は
浄
で
な
く
、
苦
は
楽
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ

そ
無
生
中
に
生
を
求
め
る
。
こ
れ
は
《
事
を
以
て
理
を
奪
う
》
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
楊
傑
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
禅
と
浄
土
と
を
理
と

事
に
分
け
、
何
の
矛
盾
も
な
く
行
じ
得
る
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
延
寿
や
宗
蹟
な
ど
と
同
じ
立
場
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ

る
○

い

ま

つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
時
浄
士
教
を
信
順
し
な
い
人
々
を
三
種
に
分
け
て
批
判
を
加

７



次
に
陳
灌
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
陳
灌
は
天
台
を
明
智
中
立
の
も
と
に
学
び
、
こ
と
に
天
台
止
観
の
不
思
議
境
に
つ
い
て
深
く

洞
察
し
て
、
天
台
の
宗
は
「
性
は
本
よ
り
現
成
す
」
る
に
在
り
と
知
っ
て
円
旨
を
領
解
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
天

台
の
奥
義
を
身
に
つ
け
た
数
少
な
い
在
俗
信
者
の
一
人
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
彼
の
浄
土
教
思
想
の
中
に
は
、
天
台
独
自
の
法
界
観
に

根
ざ
し
た
浄
土
説
も
見
ら
れ
、
知
礼
以
来
の
伝
統
を
踏
ま
え
て
安
易
な
浄
業
へ
の
厳
し
い
批
判
を
加
え
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

め
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
宗
暁
は
記
録
し
て
お
り
、
当
時
の
浄
土
教
に
対
す
る
信
・
不
信
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
云
わ
８

ま
た
陳
灌
に
は
天
台
教
学
に
対
し
て
、
彼
独
自
の
発
揮
と
も
い
う
べ
き
「
不
思
議
仮
」
の
学
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
直
接
に
は
恩
師

中
立
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
中
立
も
や
や
首
を
か
し
げ
る
程
の
特
異
な
主
張
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
現
存

⑥

の
『
三
千
有
門
頌
」
や
「
与
明
智
法
師
書
』
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
こ
に
簡
単
に
述
べ
て
み
よ
う
。
天
台
止
観
は
も
と
よ
り

空
・
仮
・
中
の
三
観
を
も
っ
て
そ
の
骨
子
と
し
て
お
り
、
実
相
論
に
つ
い
て
は
藏
・
通
・
別
・
円
の
四
教
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
「
有
門
」

「
空
門
」
「
亦
有
亦
空
門
」
「
非
有
非
空
門
」
の
四
門
が
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
の
門
を
入
道
の
門
戸
と
し
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
き
た
。
こ

こ
に
「
仮
」
と
い
う
の
は
天
台
独
自
の
概
念
で
あ
る
が
、
陳
瑳
は
と
く
に
こ
れ
を
「
不
思
議
仮
」
と
呼
ん
で
、
単
に
空
の
証
悟
に
よ
っ
て

否
定
さ
れ
る
よ
う
な
仮
で
は
な
く
、
い
わ
ば
絶
待
有
と
も
云
う
べ
き
仮
で
あ
る
。
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
衆
生
に
と
っ
て
、
天
台
の
法
門
に
入

る
に
は
「
有
門
」
を
も
っ
て
す
る
の
が
最
も
望
ま
し
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
三
諦
三
観
や
四
門
と
い
う
場
合
、
仮
・
有
こ
そ
が
中
心

課
題
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
と
彼
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
天
台
法
門
の
根
本
義
を
仮
・
有
を
も
っ
て
そ
の
特
色
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
恩
師
中
立
も
天
台
に
対
す
る
誤
解
の
広
ま
る
こ
と
を
恐
れ
て
彼
を
た
し
な
め
た
け
れ
ど
も
、
陳
珪
は
一
貫
し
て
自
ら

の
主
張
を
讓
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
よ
う
に
陳
瑳
は
天
台
を
領
解
し
た
上
で
、
三
千
世
間
の
妙
有
的
性
格
を
主
張
し
、
知
礼
の
性
具
説
を
根
拠
に
し
て
浄
土
説

ら
な
い
で
あ
ろ
う
／
。



を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
浄
土
と
は
そ
の
妙
有
と
し
て
、
あ
る
い
は
実
相
の
究
極
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
。
妙
仮
と
か
不

思
議
仮
と
い
う
も
の
は
言
説
を
も
っ
て
表
し
得
な
い
が
、
そ
れ
を
敢
え
て
名
字
を
も
っ
て
顕
せ
ぱ
「
安
楽
国
」
と
か
「
阿
弥
陀
」
と
い
う

の
で
あ
っ
て
、
彼
の
目
指
す
浄
土
は
三
千
実
相
の
理
法
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
彼
は
「
唯
心
浄
土
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
見
て
く
る
と
、
西
方
浄
土
と
い
う
指
方
立
相
と
し
て
の
浄
土
は
い
わ
ば
方
便
施
設
で
あ
り
、
そ
の
理
法
か
ら
す
れ
ば
西
方
に
限
定
す
べ

き
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
の
い
う
安
楽
浄
土
は
「
凡
聖
同
居
士
」
に
限
定
す
べ
き
で
は
な
く
、
「
寂
光
浄
土
」
そ

の
も
の
を
指
し
て
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

彼
は
ま
た
「
浄
土
十
疑
論
後
序
』
の
中
に
浄
業
の
実
践
を
勧
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
彼
が
強
く
訴
え
て
い
る
こ
と
は
、
往
生
を
求
め
る

⑦

に
は
浄
土
教
へ
の
信
順
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
に
智
頷
が
「
浄
土
十
疑
論
」
を
著
し
た
の
は
、
『
華
厳
経
』
の

「
十
信
」
に
比
定
さ
れ
る
「
十
疑
」
を
論
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
浄
土
教
が
疑
と
信
と
の
決
択
の
上
に
成
り
立
つ
こ
と
を
繰
り
返
し
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
趙
宋
天
台
が
浄
土
教
を
広
く
取
り
入
れ
る
端
緒
を
開
い
た
と
考
え
ら
れ
る
延
寿
に
お
い
て
も
、
浄
土
教
を

信
・
願
・
行
の
各
段
階
に
応
じ
て
論
じ
て
来
て
お
り
、
陳
灌
に
至
っ
て
信
を
重
く
取
り
上
げ
た
最
初
の
人
と
は
云
え
な
い
。
け
れ
ど
も
当

時
浄
土
教
の
指
南
書
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
「
浄
土
十
疑
論
」
の
「
疑
」
の
重
み
を
、
陳
灌
ほ
ど
に
注
目
し
た
人
は
稀
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
た
だ
そ
の
場
合
大
切
な
の
は
そ
の
「
信
」
の
内
実
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ
て
い
な
い
。
一
般
的
に
当
時

の
浄
土
教
家
が
「
信
」
を
語
る
と
き
、
①
仏
説
で
あ
る
こ
と
、
②
龍
樹
・
世
親
・
智
顎
な
ど
の
諸
聖
が
西
方
浄
土
を
願
生
し
た
と
い
う
歴

史
上
の
事
実
、
な
ど
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
善
導
な
ど
が
提
起
し
た
自
己
の
機
の
自
覚
を
促
す
信
と
は
や
や
異
質
の
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
に
、
陳
珪
が
浄
土
信
仰
の
中
心
に
「
信
」
を
課
題
に
し
た
意
味
を
明
ら
か
に
し
得
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。

さ
て
次
に
南
宋
に
入
る
と
、
浄
土
教
の
指
導
者
と
し
て
新
た
に
大
き
な
位
置
を
占
め
る
人
と
し
て
霊
芝
元
照
（
’
○
四
八
～
一
二
六
）
９

四



に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
「
阿
弥
陀
経
義
疏
」
や
『
観
経
義
疏
」
を
撰
述
し
て
お
り
、
中
で
も
「
観
経
義
疏
」
は
天
台
諸
師

の
『
観
経
」
研
究
に
一
石
を
投
ず
る
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
知
礼
の
主
張
し
た
理
観
の
念
仏
が
天
台
止
観
と
同
一
視
さ
れ
た
こ
と
に
反
発

し
、
浄
土
経
典
が
「
他
土
往
生
」
と
い
う
独
自
の
浄
土
教
を
説
く
と
こ
ろ
に
注
目
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
な
元
照
の
浄
土

教
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
南
宋
の
在
俗
信
仰
は
ど
の
よ
う
な
特
色
を
も
つ
に
至
っ
た
で
あ
ろ
う
か
、
次
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
王
閲
は
四
明
・
慈
渓
の
人
で
、
晩
年
に
は
専
ら
念
仏
し
「
浄
土
自
信
録
」
を
編
纂
し
た
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
浄
土
教

を
学
ん
だ
契
機
や
そ
の
系
譜
に
つ
い
て
は
殆
ど
不
明
で
あ
る
が
、
南
宋
の
紹
興
一
六
年
（
二
四
六
年
）
自
ら
編
纂
し
た
『
浄
土
自
信
録
」

⑧

に
「
序
」
と
「
記
」
の
二
つ
の
短
篇
が
「
楽
邦
文
類
』
に
掲
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
彼
の
浄
土
教
に
対
す
る
強
い
期
待
を
感
ぜ
し
め
る
文
献

が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
も
と
に
王
閥
の
浄
土
教
思
想
の
特
色
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

彼
は
『
浄
土
自
信
録
序
」
の
冒
頭
に
「
古
へ
の
大
聖
人
は
言
を
立
て
教
を
垂
れ
、
百
世
の
下
に
被
ら
し
め
る
も
、
其
の
志
猶
お
欝
と
し

て
暢
く
ず
、
晦
と
し
て
明
か
な
ら
ざ
る
は
、
蓋
し
之
れ
あ
り
。
即
ち
吾
が
仏
浄
土
の
法
門
是
れ
な
り
」
と
歎
い
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
こ

の
よ
う
な
浄
土
法
門
に
対
す
る
疑
念
を
払
請
う
た
め
に
、
遍
く
諸
経
を
覧
て
深
く
浄
土
教
の
趣
旨
を
探
り
、
往
生
の
功
徳
を
一
言
に
し
て
い

え
ば
、
そ
れ
は
「
凡
夫
に
在
り
て
不
退
を
獲
る
の
み
」
と
い
う
。
大
乗
諸
教
が
広
く
深
く
解
明
せ
ら
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
往
生
浄
土
と
い

う
特
異
な
法
門
へ
の
不
信
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
安
易
な
行
法
に
よ
っ
て
果
し
て
断
惑
証
智
の
目
的
に
適
合
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に

あ
っ
た
こ
と
は
、
早
く
よ
り
指
摘
せ
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
彼
は
そ
の
よ
う
な
疑
念
に
対
し
て
、
往
生
の
功
徳
が
甚
だ
高
い
こ
と
を

主
張
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
は
更
に
そ
の
点
に
つ
い
て
、
天
台
円
教
の
初
信
の
菩
薩
や
、
小
乗
初
果
の
人
で
さ
え
も
再
び

凡
夫
地
中
に
退
喧
す
る
こ
と
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
凡
夫
が
凡
聖
同
居
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
長
く
四
趣
を
辞
」
す
る
の
で

あ
り
、
た
と
え
鈍
根
の
者
で
も
や
が
て
「
聖
果
を
証
せ
ざ
る
は
な
く
、
い
ず
く
ん
ぞ
復
た
退
失
の
事
あ
ら
ん
や
」
と
い
っ
て
、
仏
果
を
証

す
る
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、
往
生
浄
土
の
功
徳
は
不
退
に
至
る
と
こ
ろ
に
在
る
こ
と
を
高
ら
か
に
躯
い
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
凡
夫
な
か
で
も
鈍
根
の
者
が
往
生
す
べ
き
浄
土
と
し
て
凡
聖
同
居
土
を
あ
げ
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
は
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「
浄
土
自
信
録
記
」
に
お
い
て
、
天
台
の
い
わ
ゆ
る
四
種
浄
土
の
名
称
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
の
諸
浄
土
は
「
衆
生
の
本
心
に
具
す
」
る
浄
土

で
あ
る
と
云
い
、
そ
の
う
ち
凡
聖
同
居
土
は
具
縛
の
凡
夫
の
依
る
べ
き
浄
土
で
あ
っ
て
、
他
の
三
土
は
「
断
惑
の
聖
人
に
至
っ
て
始
め
て

証
入
す
る
を
獲
る
」
浄
土
で
あ
る
と
分
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
往
生
の
一
門
に
は
助
正
二
種
の
浄
業
が
あ
っ
て
、
本
心
を
黙
照
す
る
正
観

と
備
さ
に
万
善
を
修
す
る
助
行
と
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
正
観
と
助
行
と
を
並
び
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
四
種
い
ず
れ
か
の
浄
土
に
到

達
す
る
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
聖
人
の
修
し
得
る
正
観
に
対
し
て
、
凡
夫
の
場
合
に
は
諸
々
の
善
行
、
と
く
に
称

仏
と
発
願
に
よ
る
助
行
に
よ
っ
て
、
ま
ず
凡
聖
同
居
土
に
往
生
し
不
退
位
を
獲
て
か
ら
、
更
に
上
の
三
種
浄
土
を
目
指
す
べ
き
こ
と
を
主

張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
凡
夫
の
往
生
し
得
る
浄
土
と
し
て
凡
聖
同
居
士
に
固
執
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
彼
が
自
ら
凡
夫
と

し
て
の
限
界
を
守
り
な
が
ら
も
不
退
位
に
至
る
べ
く
、
凡
夫
往
生
の
道
を
追
求
し
た
か
ら
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
彼
の
い
う
「
守
痴
空
の

徒
」
に
対
す
る
反
論
を
試
み
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
「
守
痴
空
の
徒
」
と
は
、
当
時
禅
僧
の
中
で
浄
土
教
を
非
難
し
、
専
ら
「
究
理
の
菩
薩
」
た
ら
ん
と
志
す
人
々
を
指
す
の
で
あ

る
が
、
王
間
は
自
ら
在
俗
凡
夫
の
立
場
か
ら
こ
れ
ら
究
理
の
菩
薩
の
道
が
途
絶
え
た
凡
夫
に
と
っ
て
「
悠
々
の
衆
生
が
廻
向
漸
修
す
る
」

道
と
し
て
往
生
浄
土
の
教
え
を
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
在
家
の
立
場
か
ら
、
禅
宗
徒
に
見
ら
れ
る
浄
土
教
軽
視
の
傾
向
に
対
す
る
反
論
は
、
す
で
に
楊
傑
の
場
合
に
も
表
れ
て
い

た
通
り
で
あ
っ
て
、
往
生
を
め
ぐ
る
問
題
が
当
時
し
ば
し
ば
禅
宗
徒
と
の
対
決
を
通
し
て
、
在
家
の
あ
る
べ
き
仏
教
を
浄
土
教
に
見
い
だ

し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
在
家
仏
教
の
一
つ
の
特
色
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
在
俗
の
凡
夫
で
あ

る
が
故
に
、
出
家
僧
の
目
指
す
仏
道
よ
り
も
下
位
に
甘
ん
じ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
論
じ
た
の
は
、
従
来
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
往
生
説

⑨

で
あ
る
。
こ
と
に
前
代
の
陳
瑳
が
法
藏
菩
薩
の
誓
願
を
自
ら
の
誓
願
と
し
て
常
寂
光
士
を
志
願
し
た
こ
と
を
思
え
ば
、
王
閲
の
浄
土
教
が

果
た
し
て
「
法
華
経
」
一
仏
乗
の
精
神
を
ど
こ
ま
で
反
映
し
得
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
彼
が
大
乗
の
究
極
を
目
指
し
て
浄
土

教
を
求
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
凡
聖
同
居
土
を
単
な
る
上
三
浄
土
へ
の
前
段
階
で
あ
る
と
す
る
こ
と
自
体
、
四
種
浄
土
を
本
具
す
る
と
い
う
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根
本
理
念
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
い
さ
さ
か
疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
呉
克
己
（
二
四
○
～
三
二
四
）
は
蘇
州
の
人
で
、
自
ら
「
鎧
蓄
」
と
号
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
彼
は
「
首
樗
厳
経
」
を
読

ん
で
発
心
し
、
永
明
延
寿
の
『
宗
鏡
録
』
百
巻
を
閲
覧
し
た
。
し
か
し
や
が
て
『
法
華
経
』
を
読
み
、
こ
れ
を
注
釈
す
る
に
至
っ
て
「
彼

（
延
寿
）
は
兼
粗
の
典
を
弘
め
、
我
は
独
妙
の
経
を
釈
す
」
と
い
っ
て
、
「
宗
鏡
録
」
を
捨
て
「
法
華
経
」
に
帰
依
す
る
に
至
っ
た
こ
と

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
禅
か
ら
天
台
へ
転
向
し
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
や
が
て
宝
積
寺
実
法
師
と
と
も
に
「
蓮
社
」
を
開
創
し

⑩

た
と
き
、
十
界
と
九
品
の
図
を
画
い
て
一
つ
は
万
法
唯
心
、
他
の
一
つ
は
西
方
径
路
を
示
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
彼
の
恩
師
に
あ
た
る
天
台
の
北
峯
宗
印
（
二
四
八
～
一
二
一
三
）
が
、
遵
式
の
『
決
疑
行
願
門
」
と
「
往
生
略
伝
」
の
二
著
を

⑪

刊
行
し
た
と
き
に
、
呉
克
己
は
「
刊
往
生
行
願
略
伝
序
」
と
い
う
短
篇
を
残
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
彼
の
浄
土
教
思
想
の
特
色
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
彼
は
「
前
代
の
士
夫
、
出
世
の
法
を
学
ん
で
能
く
如
来
説
教
の
本
意
を
知
り
、
空
有
の
為
に
陥
ら
ざ
る
者
を
考

う
る
に
、
晋
に
在
り
て
は
則
ち
劉
仲
思
（
遺
民
）
の
ご
と
き
有
り
。
唐
に
在
り
て
は
則
ち
柳
子
厚
の
ご
と
き
有
り
。
我
が
朝
に
在
り
て
は

則
ち
楊
次
公
の
ご
と
き
あ
り
」
と
い
っ
て
、
前
代
在
俗
の
士
大
夫
の
中
で
、
空
・
有
の
抽
象
的
な
論
理
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
仏

意
を
よ
く
弁
え
た
人
物
と
し
て
三
人
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
三
人
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
論
じ
て
讃
嘆
し
て
い
る

ま
ず
劉
遺
民
に
つ
い
て
は
、
「
遠
公
の
蓮
社
に
入
り
、
臨
終
に
は
唯
だ
僧
に
請
う
て
無
量
寿
・
法
華
の
二
経
を
読
ま
し
む
」
と
云
っ
て
、

劉
遺
民
が
盧
山
慧
遠
の
「
白
蓮
社
」
に
あ
っ
て
浄
土
行
者
と
し
て
往
生
を
目
前
に
し
た
と
き
、
諸
僧
に
雇
臺
寿
経
」
『
法
華
経
」
の
二

経
を
読
調
す
る
よ
う
要
請
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
は
「
盧
山
記
」
巻
三
の
劉
遺
民
の
項
に
「
凡
そ
山
に
居
す
る
こ
と
十
有
二
年
、

正
月
よ
り
疾
を
感
じ
、
便
ち
念
仏
三
昧
に
依
り
阿
弥
陀
仏
を
謂
す
。
六
月
初
め
に
至
り
て
、
果
た
し
て
白
毫
相
を
見
る
。
次
に
仏
の
真
影

を
見
、
価
っ
て
其
の
頂
を
摩
せ
ら
る
。
更
に
齋
福
を
作
し
、
速
や
か
に
尽
寿
す
る
を
願
う
。
又
僧
に
請
う
て
無
量
寿
法
華
経
を
読
ま
し

⑫

む
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
の
に
依
っ
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
柳
子
厚
に
つ
い
て
は
、
「
無
姓
和
尚
碑
を
作
っ
て
其
れ
止
だ
法
華
経
を
読
み
、

の
で
ふ
め
る
。
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且
つ
極
楽
土
は
正
路
に
し
て
生
物
の
所
帰
と
為
る
を
指
す
」
と
述
べ
て
、
『
法
華
経
』
と
浄
土
教
を
拠
り
所
に
し
た
こ
と
を
明
か
し
て
い

る
。
こ
れ
は
柳
子
厚
の
「
岳
州
無
姓
和
尚
碑
』
に
「
（
無
姓
和
尚
は
）
止
だ
法
華
経
・
金
剛
般
若
経
を
読
む
こ
と
千
万
を
通
え
…
唯
天
台

大
師
は
其
の
説
を
得
る
と
為
し
、
和
尚
は
本
統
を
紹
承
し
て
以
て
中
道
に
順
ず
。
凡
そ
教
を
受
け
る
者
は
其
の
宗
を
失
わ
ず
。
生
物
流
動

⑬

し
て
趣
向
混
乱
す
る
も
、
惟
だ
極
楽
の
正
路
は
其
の
帰
す
る
を
得
ん
が
為
な
り
」
と
云
う
の
を
指
し
て
い
る
。
最
後
に
楊
傑
（
次
公
）
に

つ
い
て
は
、
「
天
台
無
相
院
碑
を
作
り
、
亦
た
智
者
大
士
、
化
を
天
台
に
建
つ
。
法
華
三
昧
を
以
て
極
致
と
為
し
、
安
養
国
土
を
以
て
依

帰
と
為
す
。
蓋
し
法
華
を
読
ま
ざ
れ
ば
則
ち
以
て
我
が
心
に
本
具
の
妙
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
無
く
、
安
養
に
生
れ
ず
ん
ぱ
則
ち
以
て

我
が
心
に
本
具
の
妙
法
を
証
す
こ
と
無
し
、
と
称
せ
り
」
と
い
っ
て
賞
賛
し
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
天
台
無
相
院
碑
」
に
つ
い
て
は
、

⑭

「
釈
門
正
統
」
に
も
こ
れ
と
同
文
を
引
用
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
楊
傑
の
浄
土
教
思
想
は
当
時
広
く

注
目
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
呉
克
己
が
以
上
の
よ
う
に
、
浄
土
教
に
対
す
る
三
人
の
代
表
的
な
思
想
を
あ
げ
て
、
い
ず
れ
も
『
法
華
経
」
を
基
本
に
し
て
極
楽

へ
の
往
生
を
願
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
一
つ
の
意
味
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
呉
克
己
は
上
掲
の
文
に
つ
い

て
「
如
来
は
諄
諄
と
し
て
示
謁
し
、
智
者
は
懇
懇
と
し
て
洪
経
す
。
乃
ち
仏
祖
の
垂
慈
、
初
め
よ
り
異
轍
無
き
を
知
る
」
と
結
論
し
て
、

「
法
華
経
』
と
浄
土
教
と
の
関
わ
り
が
不
変
の
仏
意
で
あ
る
と
云
い
、
続
い
て
「
今
代
の
士
夫
、
心
を
仏
乗
に
棲
わ
せ
、
力
め
て
出
離
を

求
め
る
者
は
固
よ
り
多
し
。
然
る
に
異
見
の
為
に
奪
わ
れ
る
者
、
尚
お
未
だ
免
か
れ
ず
」
と
云
っ
て
、
同
じ
く
仏
乗
に
心
を
寄
せ
な
が
ら

も
、
『
法
華
経
』
に
基
づ
く
浄
土
教
に
対
し
て
批
判
す
る
者
へ
の
悲
嘆
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
「
心
を
仏
乗
に
棲
わ
」
す
と
は
当
時

の
禅
宗
や
天
台
宗
の
人
た
ち
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
が
、
呉
克
己
は
遵
式
の
二
言
が
刊
行
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
浄
土
教
が
「
法
華
経
」
の

原
理
に
よ
っ
て
成
立
す
べ
き
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
『
法
華
経
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
仏
乗
」
と
「
往
生
浄
土
」
と
が
不

二
一
体
で
あ
り
、
そ
こ
に
初
め
て
浄
土
教
が
成
り
立
つ
べ
き
こ
と
を
、
強
く
喚
起
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
こ
に
付
言
し
て

お
き
た
い
こ
と
は
、
呉
克
己
は
天
台
を
十
分
学
び
な
が
ら
も
、
浄
土
教
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
天
台
の
浄
土
説
や
念
仏
三
昧
論
、
更
に
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生
」
を
勧
め
る
浄
土
認

つ
き
つ
め
て
い
え
ば

』
え
て
『
か
し
斗
雷
つ
１
と
田
崎
つ
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
天
台
に
お
い
て
「
法
華
経
」
の
一
仏
乗
の
教
え
が
仏
道
上
の
実
践
法
門
と
し
て
確
立
さ
れ
た
の
は
、
智

韻
の
円
教
止
観
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
法
華
三
昧
や
般
舟
三
昧
な
ど
の
行
法
を
採
用
し
て
、
一
心
三
観
の
理
観
が
完
成
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
自
利
・
利
他
の
満
足
せ
る
初
地
の
菩
薩
位
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
｜
方
、
天
台
の
理
論
体
系
の
上
で
一
仏
乗
の
教
え
は
十

界
互
具
の
法
界
観
と
し
て
完
成
し
、
そ
の
本
質
を
円
融
三
諦
と
い
う
不
思
議
境
と
し
て
そ
の
実
相
論
理
を
追
求
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
の
止
観
と
実
相
、
い
い
か
え
る
と
「
観
」
と
「
教
」
と
が
車
の
両
輪
の
ご
と
く
に
具
足
す
る
仏
道
体
系
が

天
台
の
誇
る
教
学
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
以
上
の
よ
う
な
教
理
が
ほ
か
な
ら
ぬ
『
法
華
経
」
の
理
論
と
し
て
、
陪
唐
以
後
の
中
国
仏
教
界
に

以
上
の
よ
う
に
、
宋
代
の
浄
土
教
に
は
禅
や
天
台
の
原
理
を
も
と
に
、
特
色
あ
る
展
開
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
教
理
上
拠
り
所
と

な
る
経
典
と
し
て
一
つ
に
は
『
観
経
」
を
中
心
と
し
た
浄
土
三
部
経
、
そ
し
て
い
ま
一
つ
に
は
「
法
華
経
』
『
維
摩
経
』
、
さ
ら
に
は
「
華

厳
経
」
な
ど
に
求
め
、
此
の
浄
土
諸
経
と
代
表
的
な
大
乗
諸
経
と
が
唯
一
の
目
的
の
た
め
の
共
通
し
た
「
仏
説
」
と
し
て
讃
仰
せ
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
多
く
の
指
導
的
な
学
僧
た
ち
は
、
「
此
土
得
証
」
を
説
く
法
華
・
維
摩
な
ど
の
大
乗
諸
経
と
、
「
他
士
往

生
」
を
勧
め
る
浄
土
諸
経
と
の
有
機
的
な
関
係
を
し
き
り
に
求
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
中
で
も
こ
れ
ら
の
諸
経
間
の
関
係
と
い
う
場
合
、

つ
き
つ
め
て
い
え
ば
『
観
経
」
と
「
法
華
経
』
と
の
関
係
に
尽
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
此
の
両
経
の
受
け
と
め
方
に
つ
い
て
次
に
考

は
唯
心
本
具
説
な
ど
に
は
全
く
言
及
せ
ず
、
専
ら
「
法
華
経
』
そ
の
も
の
を
も
っ
て
浄
土
教
の
根
本
経
典
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
陳

理
や
王
閥
が
深
い
天
台
教
理
に
対
す
る
学
識
と
そ
の
教
理
に
基
づ
く
浄
土
説
を
展
開
し
た
こ
と
を
思
え
ば
、
呉
克
己
の
場
合
に
は
禅
よ
り

天
台
に
転
向
し
て
い
っ
た
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
だ
け
に
、
浄
土
教
と
天
台
教
観
と
の
関
係
に
つ
い
て
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
に
注

目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。五

14



と
こ
ろ
が
宋
代
に
入
る
と
、
前
代
以
来
広
ま
っ
て
き
た
浄
土
教
が
天
台
に
も
深
く
浸
透
し
、
天
台
の
実
践
上
の
伝
統
で
あ
っ
た
四
種
三

昧
の
行
法
に
か
わ
っ
て
、
『
観
経
」
に
依
る
念
仏
三
昧
が
天
台
行
法
の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
是

非
を
め
ぐ
っ
て
天
台
内
部
に
お
い
て
種
々
の
議
論
が
起
こ
り
、
「
称
名
念
仏
」
な
ど
の
浄
業
を
単
な
る
易
行
と
し
て
受
容
す
る
傾
向
の
強

く
な
っ
た
の
に
対
し
、
知
礼
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
観
経
』
の
念
仏
三
昧
を
「
理
観
念
仏
」
と
し
て
把
握
し
て
始
め
て
天
台
止
観
と

し
て
の
確
固
た
る
行
法
と
な
る
理
論
的
根
拠
を
明
示
し
、
安
易
な
浄
業
に
対
し
て
厳
し
く
批
判
を
加
え
た
の
で
あ
っ
た
。
知
礼
に
見
ら
れ

る
こ
の
よ
う
な
『
観
経
」
解
釈
は
、
天
台
円
教
止
観
に
立
っ
て
「
観
経
」
の
十
六
観
法
を
あ
ら
た
め
て
見
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
こ
に
『
法
華
経
」
に
根
拠
を
も
つ
「
観
経
』
浄
士
教
と
し
て
趙
宋
天
台
の
一
つ
の
特
色
を
形
成
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

知
礼
以
後
の
天
台
に
お
い
て
は
、
民
間
に
お
い
て
も
各
地
に
念
仏
結
社
が
組
織
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
多
く
は
決
し
て
知
礼
が
強
調
し

た
理
観
念
仏
で
は
な
く
、
易
行
と
し
て
の
称
名
や
繋
念
を
中
心
と
し
た
浄
業
を
修
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
思
想

上
の
指
導
的
役
割
を
荷
な
っ
た
の
は
遵
式
で
あ
っ
た
。
遵
式
は
若
い
頃
か
ら
四
種
三
昧
を
行
じ
て
天
台
止
観
に
傾
倒
し
て
お
り
、
の
ち
専

ら
浄
土
教
を
人
び
と
に
広
く
勧
め
る
に
至
っ
て
も
、
『
観
経
」
の
理
観
念
仏
と
『
般
舟
三
昧
経
」
の
一
心
三
観
と
は
完
全
に
一
致
す
る
こ

⑮

と
を
力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
浄
業
の
行
法
と
な
る
と
、
彼
は
専
ら
称
名
念
仏
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
難
行
で

あ
る
理
観
念
仏
を
訴
え
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
『
観
経
」
に
立
脚
し
て
往
生
浄
土
の
行
を
勧
め
る
場
合
、
「
観
経
』
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
当
時
の
浄
土
教

に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
第
八
像
観
に
説
か
れ
る
「
是
心
作
仏
、
是
心
是
仏
」
の
二
句
に
代
表
さ
れ
る

理
観
の
念
仏
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
知
礼
の
発
揮
に
よ
っ
て
克
明
に
そ
の
観
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
観
法
が
天
台
円
教
止
観
と
一
致

す
る
論
拠
と
し
て
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
第
二
に
は
下
品
下
生
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
称
名
念
仏
と
い
う
易
行
に
よ
っ

て
往
生
浄
土
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
悠
々
の
凡
夫
を
対
象
と
す
る
浄
土
教
で
あ
る
。
こ
れ
を
天
台
浄
土
教
の
流
れ
に
そ
っ
て
整
理
し
て
み

受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
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る
と
、
第
一
の
理
観
念
仏
は
『
法
華
経
」
に
基
づ
く
天
台
止
観
に
組
み
入
れ
る
こ
と
も
可
能
な
観
法
で
あ
り
、
そ
の
浄
土
の
理
念
は
『
維

摩
経
」
や
「
法
華
経
」
に
説
か
れ
る
「
唯
心
浄
土
」
あ
る
い
は
「
此
土
浄
土
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
第
二

の
称
名
念
仏
は
「
無
量
寿
経
」
に
説
か
れ
る
弥
陀
の
本
願
力
に
乗
じ
て
「
機
感
相
応
」
す
る
と
い
う
他
力
易
行
で
あ
っ
た
。
た
だ
宋
代
に

あ
っ
て
は
、
此
の
二
つ
の
側
面
が
第
一
に
関
し
て
は
「
天
台
観
経
疏
」
、
第
二
に
つ
い
て
は
「
浄
土
十
疑
論
」
と
い
う
い
ず
れ
も
智
顎
の

撰
述
と
さ
れ
て
い
た
権
威
の
も
と
に
、
著
し
く
多
岐
に
わ
た
る
浄
土
思
想
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
す
で
に
在
家
信
仰
の
あ
り
よ
う
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
北
宋
か
ら
南
宋
に
か
け
て
浄
土
教
は
上
述
の
第
二
の
側
面
に
次
第

に
凝
集
し
て
い
く
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
お
そ
ら
く
北
宋
末
期
に
元
照
の
「
観
経
義
疏
』
が
出
て
、
当
時
ま
で
の
「
観
経
」
解
釈
に
対
し

て
一
つ
の
決
定
的
な
方
向
を
明
示
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
慧
遠
、
善
導
、
天
台
に
よ
る
従
来
の
代
表
的
な
「
観
経
』
解
釈
を
検
討

し
直
し
、
中
で
も
『
天
台
観
経
疏
」
を
批
判
し
て
『
浄
土
十
疑
論
』
に
基
づ
く
「
観
経
』
解
釈
を
試
み
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と

く
に
『
観
経
』
を
「
法
華
経
」
「
維
摩
経
」
な
ど
の
「
此
土
得
証
」
を
説
く
諸
大
乗
経
と
は
異
な
る
特
異
な
浄
土
経
典
で
あ
る
と
把
握
す

る
こ
と
に
よ
り
、
「
観
経
」
が
専
ら
凡
夫
往
生
を
主
旨
と
し
て
説
か
れ
た
経
典
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
元

照
の
場
合
は
、
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
「
観
経
」
が
「
法
華
経
』
か
ら
独
立
し
た
思
想
内
容
を
も
つ
と
は
決
し
て
考
え
て
い
な
い
の
で
あ

っ
て
、
む
し
ろ
「
法
華
経
」
の
一
仏
乗
の
原
則
を
具
体
的
に
展
開
す
る
の
が
凡
夫
往
生
を
説
く
『
観
経
」
の
役
割
で
あ
る
と
見
倣
し
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
南
宋
の
浄
土
教
は
、
次
第
に
「
天
台
観
経
疏
」
及
び
知
礼
の
「
観
経
疏
妙
宗

紗
」
の
難
行
と
し
て
の
理
観
念
仏
が
忘
れ
ら
れ
、
易
行
と
し
て
の
凡
夫
往
生
を
勧
め
る
浄
土
教
に
変
貌
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
上
に
紹
介
し
た
南
宋
時
代
二
人
の
在
家
信
者
に
つ
い
て
も
頷
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
即
ち
王
間
が
ひ
た
す
ら
凡
夫
往
生
を

説
く
浄
土
教
を
称
讃
し
て
、
そ
の
功
徳
が
「
不
退
位
」
に
至
る
こ
と
で
あ
り
、
「
凡
聖
同
居
土
」
で
あ
っ
て
も
此
処
に
往
生
す
る
こ
と
に

よ
り
、
仏
果
を
証
す
る
第
一
歩
を
印
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
っ
て
、
凡
夫
に
成
仏
へ
の
道
が
開
か
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
ま
た

天
台
の
北
峰
宗
印
に
つ
い
て
学
ん
だ
呉
克
己
は
、
自
ら
「
蓮
社
」
の
創
設
に
尽
力
す
る
と
と
も
に
、
禅
宗
よ
り
も
天
台
を
選
び
と
っ
て
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け
れ
ど
も
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
宋
代
浄
土
教
は
『
観
経
』
と
『
法
華
経
』
と
が
不
二
一
体
で
あ
る
と
し
、
両
経
が
密
着
し
た
関
係

を
一
仏
乗
の
理
念
と
そ
の
実
現
と
い
う
点
に
見
い
だ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
元
照
の
よ
語
っ
に
浄
土
経
典
と
他
の
諸
大
乗
経
典
と
を
区
別
す

る
こ
と
を
求
め
た
人
で
さ
え
、
一
仏
乗
を
め
ぐ
る
『
法
華
経
」
と
「
観
経
』
と
は
全
く
同
一
線
上
に
把
握
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
必
然
的
に
道
棹
や
善
導
が
「
観
経
」
に
求
め
て
い
っ
た
課
題
が
次
第
に
忘
却
せ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
と
に
善

導
が
同
じ
『
観
経
』
を
注
釈
し
、
「
無
量
寿
経
」
に
説
か
れ
る
本
願
力
の
廻
向
に
基
づ
く
往
生
浄
土
の
思
想
を
根
拠
に
し
て
『
観
経
」
の

凡
夫
往
生
説
に
着
眼
し
た
こ
と
は
、
宋
代
の
浄
土
教
家
に
は
殆
ど
見
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
浄
土
十
疑
論
」
に
依
り
な
が

⑯
⑰

ら
も
、
道
棹
の
聖
道
・
浄
土
の
決
判
、
あ
る
い
は
善
導
の
「
常
没
し
常
流
転
し
て
出
離
の
縁
有
る
こ
と
無
し
」
と
い
う
凡
夫
の
深
信
な
ど

が
、
決
定
的
に
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
重
大
な
問
題
に
つ
い
て
は
浄
土
教
思
想
の
背

景
と
あ
ら
た
め
て
充
分
な
論
証
を
必
要
と
す
る
の
で
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

「
法
華
経
」
研
究
に
没
頭
し
た
人
で
あ
っ
た
が
、
彼
が
浄
土
教
に
帰
依
す
る
に
至
っ
た
根
拠
と
し
て
は
浄
土
教
が
『
法
華
経
」
と
不
可
分

で
あ
り
、
「
我
心
本
具
」
の
妙
法
を
明
か
す
の
が
『
法
華
経
』
で
あ
り
、
此
の
妙
法
を
証
す
る
の
が
往
生
浄
土
で
あ
る
、
と
言
明
す
る
に

い
た
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
『
観
経
」
を
中
心
と
す
る
宋
代
浄
土
教
が
し
き
り
に
凡
夫
往
生
を
求
め
な
が
ら
、
し
か

も
そ
の
浄
土
を
「
唯
心
浄
土
」
と
標
傍
し
て
き
た
意
味
は
、
多
く
「
観
経
」
に
よ
り
な
が
ら
も
凡
夫
往
生
と
い
う
実
践
的
課
題
の
中
に

「
法
華
一
乗
」
の
理
想
を
実
現
せ
し
め
る
と
い
う
明
白
な
事
実
を
見
い
だ
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
云
え
る
だ
ろ
う
。

②①註

「
天
台
観
経
疏
』
と
『
浄
土
十
疑
論
」
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
宋
代
天
台
浄
土
教
の
研
究
』
序
論
（
二
）
に
論
じ
た
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

知
礼
と
遵
式
の
浄
土
教
に
つ
い
て
は
、
同
書
第
二
章
と
第
三
章
に
述
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

一
ハ
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こ
の
四
人
の
う
ち
楊
傑
と
陳
灌
に
つ
い
て
は
、
同
書
第
五
章
と
第
六
章
に
お
い
て
若
干
論
じ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
略
説
す
る
に
と
ど
め
た
。

「
浄
土
十
疑
論
序
」
（
楽
邦
文
類
巻
二
所
収
）
、
大
正
四
七
’
一
七
○
ａ

「
直
指
浄
土
決
疑
集
序
」
（
楽
邦
文
類
巻
二
所
収
）
、
大
正
四
七
’
一
七
二
ａ

「
三
千
有
門
頌
」
新
続
五
七
’
五
七
Ｃ
以
下

「
浄
土
十
疑
論
後
序
」
（
楽
邦
文
類
巻
二
所
収
）
、
大
正
四
七
’
一
七
一
ｂ
ｌ
Ｃ

「
浄
土
自
信
録
序
」
（
楽
邦
文
類
巻
二
所
収
）
、
大
正
四
七
’
一
七
三
Ｃ
以
下

「
浄
土
自
信
録
記
』
（
楽
邦
文
類
巻
四
所
収
）
、
大
正
四
七
’
二
○
九
ｂ
ｌ
Ｃ

「
延
慶
院
浄
土
院
記
」
（
楽
邦
文
類
巻
三
所
収
）
、
大
正
四
七
’
一
八
五
ｂ

「
仏
祖
統
紀
」
巻
十
七
、
大
正
四
九
’
二
三
六
Ｃ
以
下

「
宝
積
蓮
社
壹
壁
記
」
（
楽
邦
文
類
巻
三
所
収
）
、
大
正
四
七
’
一
八
九
ｂ

「
刊
往
生
行
願
略
伝
序
」
（
楽
邦
文
類
巻
二
所
収
）
、
大
正
四
七
’
一
七
五
Ｃ

「
瞳
山
記
」
（
陳
舜
命
撰
・
宋
煕
寧
五
年
．
一
○
七
二
年
）
大
正
五
一
’
一
○
三
九
Ｃ

「
岳
州
無
姓
和
尚
碑
」
（
楽
邦
文
類
巻
三
所
収
）
、
大
正
四
七
’
一
八
三
ａ

「
釈
門
正
統
」
巻
七
、
新
続
七
五
’
三
四
八
ａ

「
往
生
浄
土
決
疑
行
願
二
門
」
大
正
四
七
’
一
四
五
Ｃ

「
安
楽
集
」
巻
上
、
大
正
四
七
’
一
三
Ｃ

善
導
「
観
経
疏
」
巻
四
、
大
正
三
七
’
二
七
一
ａ
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