
中
国
や
日
本
の
佛
教
諸
宗
に
お
い
て
、
宗
祖
た
ち
が
確
立
し
た

教
判
は
そ
れ
ぞ
れ
が
直
ち
に
立
教
開
宗
の
精
神
に
つ
な
が
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
甚
だ
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
来
た
。
そ
れ
は
自
ら

の
不
動
の
信
念
に
基
づ
い
て
佛
教
全
体
を
綜
合
し
、
佛
教
の
新
し

い
価
値
を
見
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
問
題
に
し
よ
う
と
す

る
法
華
玄
義
の
教
相
論
の
場
合
も
、
天
台
宗
の
開
祖
で
あ
る
智
顎

（
五
三
八
’
五
九
七
）
が
生
涯
に
わ
た
っ
て
佛
意
を
追
求
し
、
そ

れ
が
法
華
経
に
端
的
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
確
信
の
も
と
に

創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
天
台
の
教
判
と
い
え
ば
、
明
曠
の
天
台
八
教
大
意
や

諦
観
の
天
台
四
教
儀
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
五
時
・
化
儀
・
化
法

の
三
類
型
の
も
と
に
組
織
統
合
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

一

法
華
玄
義
の
教
相

論
て
い
る
が
、
最
近
こ
の
い
わ
ゆ
る
五
時
八
教
な
る
教
判
組
織
は
、

智
顎
の
創
設
に
か
か
る
も
の
か
ど
う
か
疑
問
視
さ
れ
て
来
た
の
で

あ
る
。こ

の
点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
長
い
歴
史
を
誇
る
天
台
宗
の
後

継
者
の
中
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
背
景
に
応
じ
て
、
智
顎
の

教
判
を
再
確
認
し
つ
つ
更
に
新
し
い
解
釈
を
付
加
し
よ
う
と
試
み

た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
こ
と
は
天
台
教
学
の
発
展
の
一
・
ヘ

ー
ジ
と
し
て
充
分
そ
の
価
値
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同

時
に
教
判
の
組
織
そ
の
も
の
が
デ
リ
ケ
ー
ト
に
変
遷
し
て
い
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
原
初
の
形
態
や
理
念
が
次
第
に
見
失
な

わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
う
い
う
傾
向
は
、
主
と
し
て
天
台
教

学
の
優
越
性
を
他
宗
の
教
学
に
対
し
て
維
持
し
よ
う
と
す
る
と
き

に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
湛
然
に
お
い
て
す
で
に
現
わ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
諦
観
録
な
ど
に
至
っ
て
は
、
智
顎
の
教
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中
国
に
お
い
て
教
判
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
四

世
紀
の
頃
か
ら
で
あ
る
が
、
法
華
玄
義
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
教
判
が
佛
教
学
上
の
重
要
な
研
究
課
題
と
な
っ
て
活
溌
に

議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
鳩
摩
羅
什
以
後
の
南
北
各
地

に
お
い
て
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
そ
れ
程
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た

教
判
の
問
題
が
、
中
国
に
お
い
て
独
自
の
研
究
課
題
と
し
て
盛
ん

に
な
っ
た
の
は
ゞ
佛
典
が
統
為
と
中
国
に
伝
来
し
紹
介
せ
ら
れ
て

来
た
事
情
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
後
溪
の
頃
か
ら
各
種
の
経
典
が
あ

い
つ
い
で
中
国
に
伝
来
さ
れ
翻
訳
さ
れ
た
が
、
紹
介
せ
ら
れ
た
経

典
相
互
の
間
に
は
何
の
つ
な
が
り
も
な
く
雑
然
と
受
容
さ
れ
た
。

た
と
え
ば
、
大
乗
と
小
乗
の
経
典
が
殆
ん
ど
同
時
に
伝
来
し
て
、

大
小
乗
の
イ
ン
ド
・
西
域
に
お
け
る
思
想
史
的
な
意
味
や
役
割
り

な
ど
、
初
期
の
中
国
佛
教
者
に
と
っ
て
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
中
国
の
佛
教
研
究
者
は
経
典
内
容
を
適
確
に
把
握
す

判
に
対
す
る
基
本
的
な
理
念
も
不
明
確
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思

え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
特
に
智
顎
が
法
華
玄
義
の
教
相
章
で

力
説
し
て
い
る
頓
漸
二
教
判
の
論
理
的
な
関
係
及
び
五
時
判
の
も

つ
意
味
を
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
考
察
し
、
原
始
天
台
に
見
ら
れ

る
教
判
の
精
神
を
探
る
手
掛
り
に
し
た
い
と
思
う
。

二二

る
こ
と
が
甚
だ
困
難
で
あ
り
、
時
に
は
全
く
矛
盾
す
る
内
容
を
同

じ
釈
尊
の
説
い
た
経
典
の
中
に
見
出
す
こ
と
も
あ
る
の
だ
か
ら
、

教
説
内
容
を
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
整
理
し
統
合
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

中
国
佛
教
に
お
い
て
、
本
格
的
な
教
判
研
究
が
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
華
厳
経
及
び
浬
藥
経
が
訳
出
せ
ら
れ
て
、
次
第

に
こ
の
二
経
が
研
究
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
羅

什
の
活
躍
に
よ
っ
て
中
観
系
の
佛
教
学
が
浸
透
し
、
空
の
原
理
に

立
つ
本
格
的
な
佛
教
哲
学
は
、
南
北
の
佛
教
学
者
を
圧
倒
し
た
が
、

そ
れ
と
同
じ
頃
に
あ
い
つ
い
で
華
厳
・
浬
喋
の
両
経
が
中
国
人
の

間
に
流
布
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
羅
什
以
後
の
佛
教
研
究
は
、

般
若
諸
経
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
華
厳
・
浬
樂
両
経
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
積
極
的
な
人
間
観
～
世
界
観
を
説
く
経
典
を
中
心
に
行
な

わ
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
智
凱
が
法
華
玄
義
に
お
い
て
南
三
北
七

の
旧
義
を
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
殆
ん
ど
の
教
判
は
華

厳
・
浬
藥
の
両
経
を
究
極
と
す
る
立
場
か
ら
、
佛
教
を
研
究
し
教

判
を
組
織
し
て
い
っ
た
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
当
時
、
こ
の
二
経
を
頂
点
と
す
る
佛
典
の
位
置
づ
け
に

相
違
は
な
く
と
も
、
佛
典
の
価
値
を
定
め
る
規
準
に
つ
い
て
は
必

ず
し
も
完
全
に
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
主

と
し
て
南
北
両
地
の
学
風
の
相
違
か
ら
来
る
問
題
で
あ
っ
た
か
も
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知
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
、
南
朝
佛
教
に
お
い
て
は
、
釈
尊
一
代

の
説
法
が
そ
の
説
法
順
序
を
辿
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ

の
教
判
体
系
が
確
立
で
き
る
と
い
う
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、
北
朝
佛
教
で
は
、
直
接
釈
尊
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
法

の
浅
深
に
よ
っ
て
分
類
し
、
批
判
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
も
っ
と
も
南
朝
の
三
時
教
・
四
時
教
・
五
時
教
の
各
教
判

に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
説
法
の
時
期
に
よ
る
分
類
で
あ
る
と
は
い

え
、
そ
の
時
期
に
よ
っ
て
説
法
内
容
が
浅
よ
り
深
へ
と
合
理
的
な

関
係
を
有
す
る
と
い
う
信
念
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
の
う
ち
法
華
玄
義
の
頓
漸
五
味
の
教

判
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
道
場
寺
慧
観
の
二
教
五
時

判
に
つ
い
て
そ
の
概
要
を
述
令
へ
て
み
よ
う
と
思
う
。
こ
の
教
判
は

僧
柔
・
慧
次
や
開
善
寺
智
蔵
・
光
宅
寺
法
雲
な
ど
も
依
用
し
て
い

た
の
で
あ
る
か
ら
、
南
朝
佛
教
に
お
い
て
は
最
も
影
響
を
及
ぼ
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
慧
観
に
よ
る
と
、
釈
尊
一
代
の
説
法
は
ま
ず

成
道
後
直
ち
に
説
か
れ
た
華
厳
経
と
、
入
滅
直
前
の
最
後
の
説
法

で
あ
る
浬
藥
経
の
二
経
に
よ
っ
て
教
判
体
系
の
綱
格
と
な
し
、
こ

の
二
経
を
最
高
の
価
値
を
有
す
る
経
典
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
華
厳
経
は
如
来
の
説
法
の
う
ち
で
も
、
佛
陀

の
正
覚
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
説
い
た
も
の
で
↑
宿
世
に
お
い
て
機

根
の
熟
せ
る
大
菩
院
に
し
て
始
め
て
領
受
し
得
る
よ
う
な
甚
だ
高

度
な
説
法
内
容
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
説
法
内
容
と
し
て
は
究

極
的
な
真
理
を
吐
露
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
こ
の
経
典
だ
け

で
佛
陀
の
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
教
説
は
尽
く
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
華
厳
経
は
衆
生
の
機
根
に
対
応
し
な
い
頓
教
と

し
て
、
他
の
経
典
と
何
の
閥
わ
り
も
な
く
、
独
立
し
た
経
典
と
し

て
別
格
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
浬
渠
経
は
、
今
ま

で
に
説
か
れ
た
各
種
の
説
法
、
す
な
わ
ち
小
乗
を
説
い
た
有
相
教

（
第
一
時
）
か
ら
始
ま
り
、
般
若
経
な
ど
の
無
相
教
（
第
二
時
）
＄

維
摩
経
な
ど
の
褒
睡
抑
揚
教
（
第
三
時
）
、
法
華
経
の
同
帰
教
（
第

四
時
）
の
説
法
と
と
も
に
漸
教
と
い
わ
れ
、
こ
の
四
時
を
経
過
し

た
の
ち
始
め
て
第
五
時
の
説
法
と
し
て
佛
陀
の
真
意
で
あ
る
如
来

常
住
、
悉
有
佛
性
を
明
ら
か
に
し
、
こ
こ
に
一
切
衆
生
を
度
脱
せ

し
め
よ
う
と
い
う
慈
悲
を
完
成
し
た
浬
藥
経
が
説
か
れ
た
と
す
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
華
厳
経
は
、
佛
陀
の
さ
と
り
を
い
か
な

る
方
便
も
混
え
ず
に
説
い
た
円
満
円
頓
の
説
法
で
あ
り
、
浬
桑
経

は
前
四
時
の
説
法
を
方
便
と
し
て
、
最
後
に
真
実
を
明
か
し
た
経

典
で
、
こ
の
二
経
が
頓
・
漸
二
教
そ
れ
ぞ
れ
の
支
柱
で
あ
っ
た
。

ま
た
慧
観
の
教
判
に
見
ら
れ
る
い
ま
一
つ
の
特
色
は
、
漸
教
と
し

て
の
五
時
の
設
定
に
あ
る
。
こ
れ
は
浬
藥
経
の
五
味
の
譽
噛
に
基

づ
い
て
組
織
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
各
種
の
経
典
を
五

味
書
に
当
て
は
め
る
た
め
に
、
各
経
典
の
説
時
の
決
定
を
経
典
目
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身
に
よ
っ
て
証
明
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
。
こ
の
方
法
は
具

体
的
な
事
実
を
経
証
に
求
め
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
当
時
岐
も
客

観
的
な
権
威
を
も
つ
こ
と
の
で
き
る
方
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
説
法
内
容
の
浅
深
を
判
定
す
る
に
は
、
主

観
的
な
判
断
、
乃
至
特
定
の
経
典
へ
の
絶
対
的
信
順
に
多
く
譲
ら

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
の
不
足
を
説
時
の
次
第
に
よ
っ
て
補
い
、

そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
教
判
組
織
を
権
威
づ
け
よ
う
と
意
図
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
教
判
研
究
は
、
㈲
各
種
の
経
典

を
整
理
分
類
す
る
に
あ
た
り
、
詳
細
に
分
析
し
比
較
検
討
し
た
こ

と
。
Ｑ
そ
れ
が
す
ゞ
へ
て
釈
尊
一
人
の
教
説
と
し
て
経
典
相
互
の
有

機
的
な
綜
合
化
を
目
指
し
た
こ
と
．
白
華
厳
・
浬
樂
二
経
に
対
す

る
絶
対
的
信
順
に
基
づ
き
、
こ
の
二
経
を
最
高
位
に
位
置
づ
け
る

べ
く
組
織
し
た
こ
と
。
口
教
判
の
組
織
化
に
は
客
観
的
な
経
証
を

も
っ
て
有
力
な
根
拠
と
し
た
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
に
そ
の
特
色
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
華
玄
義
の
教
相
章
に
は
、
自
ら
の
教
相
論
を
樹
立
す
る
の
に

旧
来
の
学
説
に
あ
っ
た
頓
漸
不
定
や
五
時
教
と
い
う
名
目
や
組
織

を
踏
襲
し
な
が
ら
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
い
に
異
な
る
の

一
一
一

だ
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
法
華
玄
義
に
見
ら
れ
る

智
顎
の
頓
湘
五
味
に
対
す
る
学
説
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

慧
観
の
場
合
、
頓
教
は
華
厳
経
で
あ
り
、
漸
教
は
阿
含
経
な
ど

の
有
相
教
か
ら
浬
渠
経
の
常
住
教
に
至
る
各
種
経
典
を
意
味
し
て

い
た
。
そ
し
て
ど
こ
ま
で
も
経
典
の
分
類
・
整
理
と
い
う
目
的
に

向
っ
て
、
代
表
的
な
各
種
の
経
典
を
、
そ
れ
ぞ
れ
端
的
に
そ
の
特

徴
を
把
握
し
て
一
義
的
に
教
判
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
て
来
た
。

し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
一
つ
の
経
典
内
部
に
見
ら
れ
る
複
雑
な

説
相
や
内
容
を
充
分
に
分
析
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

智
顎
の
批
判
の
一
つ
は
そ
の
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

智
顎
に
よ
れ
ば
、
頓
教
は
必
ず
し
も
華
厳
経
の
独
占
す
る
と
こ
ろ

で
は
な
い
。
法
華
玄
義
に
は
そ
れ
を

華
厳
七
処
八
会
の
説
の
若
き
、
譽
へ
ば
日
出
で
て
先
に
高
山
を

照
す
が
如
し
。
浄
名
の
中
に
は
唯
蒼
葡
を
嗅
ぐ
と
。
大
品
の
中

に
は
不
共
般
若
を
説
く
。
法
華
に
云
く
、
但
無
上
道
を
説
く
と
。

又
始
め
て
我
が
身
を
見
、
我
が
所
説
を
聞
き
て
即
ち
皆
信
受
し

て
如
来
の
慧
に
入
る
。
若
し
衆
生
に
遇
は
ば
尽
く
佛
道
を
教
ふ

と
。
浬
築
二
十
七
に
云
く
、
雪
山
に
草
あ
り
、
名
け
て
忍
辱
と

為
す
。
牛
若
し
食
す
れ
ば
即
ち
醍
醐
を
得
る
と
。
又
云
く
、
我

が
初
成
佛
に
恒
沙
の
菩
薩
来
り
て
是
義
を
問
ふ
。
汝
の
如
く
異

な
り
無
し
と
。
諸
大
乗
経
に
此
の
如
き
意
義
、
類
例
し
て
皆
頓
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教
の
相
と
名
く
。
頓
教
の
部
に
は
非
ざ
る
な
り
。
（
会
本
巻
十
上
、

六
十
三
右
）

と
云
っ
て
い
る
。
後
世
と
く
に
諦
観
の
天
台
四
教
儀
に
は
、
頓
教

は
華
厳
経
で
あ
る
と
し
て
殆
ん
ど
頓
教
を
部
と
し
て
の
意
味
に
お

い
て
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
最
近
し
ば
し
ば
指
摘
せ
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
文
は
華
厳
以
外
の
諸
大
乗
経
に
も
頓
教
の

相
あ
り
と
主
張
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
智
顎
が
「
頓
」
と
名
づ

け
る
場
合
い
ろ
い
ろ
な
意
味
が
あ
っ
て
、
円
教
の
理
を
指
し
た
り

頓
悟
の
意
味
に
使
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
教
相
に
お
け
る

頓
教
の
意
味
は
従
来
か
ら
頓
初
、
頓
直
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
華
厳
経
の
ご
と
き
最
初
の
説
法
と
い
う
こ
と
と
、
こ
こ
の
引

用
文
の
よ
う
に
佛
自
内
証
を
対
告
衆
の
機
根
を
意
識
せ
ず
に
直
接

説
く
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
頓
教
は
華
厳
経

の
み
に
当
て
は
ま
る
概
念
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
へ
こ
う
い

っ
た
頓
教
的
な
説
法
の
仕
方
は
華
厳
経
に
代
表
さ
れ
る
説
き
方
で

は
あ
る
が
、
一
つ
の
経
典
全
休
を
指
し
て
頓
教
と
か
漸
教
と
い
う

よ
う
に
一
義
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
如
来
の
化
意
に

合
致
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
法
華
玄
義
に
お

い
て
は
、
始
め
か
ら
華
厳
経
を
予
想
し
て
、
華
厳
経
の
み
に
見
ら

れ
る
特
徴
を
指
し
て
頓
教
と
い
う
定
義
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、

如
来
の
化
導
の
仕
方
が
説
法
の
上
に
現
わ
れ
る
一
般
的
規
範
と
し

て
把
握
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
華

厳
以
外
の
諸
大
乗
経
に
も
頓
教
の
相
が
あ
る
と
論
証
し
た
の
で
あ

づ
（
轡
。

智
顎
は
さ
ら
に
如
来
化
導
の
仕
方
に
頓
教
の
説
法
が
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
必
然
性
を
＄
頓
教
を
受
け
る
機
根
と
の
関
係
に
お
い
て
論

じ
て
い
る
。
彼
は
法
華
玄
義
巻
一
上
の
七
番
共
解
の
中
に
、
教
相

を
略
説
し
て
、
㈲
根
性
の
融
不
融
相
、
ロ
化
導
の
始
終
不
始
終
相
、

日
師
弟
の
遠
近
不
遠
近
相
、
の
い
わ
ゆ
る
三
種
教
相
を
も
っ
て
教

相
を
判
釈
す
る
規
準
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
㈲
と
。
と
は
如

来
と
衆
生
の
間
に
感
応
道
交
し
て
い
く
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
を
、
機

と
教
の
側
面
か
ら
分
析
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
教
相
論
の
中

核
を
な
す
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
頓
教
を
説
い
た
如

来
の
目
的
も
、
そ
の
教
法
を
領
受
す
る
機
根
と
の
関
係
に
お
い
て

考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

此
の
如
き
等
の
初
頓
は
、
い
ま
だ
必
ず
し
も
純
ら
法
身
菩
薩
を

教
ふ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
亦
た
凡
夫
大
根
性
の
者
有
り
。
即
ち

両
義
あ
り
。
当
休
に
円
頓
得
悟
す
る
者
は
即
ち
是
れ
醍
醐
な
り
。

初
心
の
人
は
大
教
を
聞
く
と
雌
も
、
始
め
て
十
信
に
入
れ
ば
最

も
こ
れ
初
味
な
り
。
初
は
能
く
後
を
生
ず
れ
ば
ま
た
是
れ
乳
に

於
て
す
。

何
と
な
ら
ば
、
是
れ
頓
な
り
と
言
ふ
と
雌
も
、
或
は
乗
戒
倶
急
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あ
り
、
或
は
戒
緩
乗
急
あ
り
。
此
の
如
き
業
生
の
も
の
は
自
ら

致
す
に
由
無
し
。
必
ず
応
生
を
須
っ
て
七
処
八
会
に
引
入
す
尋
へ

し
。
大
機
の
佛
を
招
く
は
忍
辱
草
に
書
へ
、
円
応
の
頓
説
は
醍

醐
を
出
す
に
譽
ふ
。
又
た
頓
教
は
最
初
に
し
て
始
め
て
内
几
に

入
る
を
価
ほ
呼
ん
で
乳
と
為
す
。
呼
ん
で
乳
と
為
す
は
意
淡
き

に
在
ら
ず
。
初
を
以
て
の
故
な
り
、
本
の
故
な
り
。
（
会
本
巻
十

上
、
七
十
三
左
以
下
）

右
に
引
用
し
た
文
は
、
法
華
経
方
便
品
な
ど
に
よ
っ
て
如
来
の

説
法
が
必
ず
初
頓
後
漸
の
方
式
を
と
る
こ
と
を
証
明
し
た
直
後
の

解
説
で
あ
る
が
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
す
な
わ
ち
最

初
に
頓
教
を
説
く
の
は
、
法
身
の
大
菩
薩
の
た
め
に
限
る
の
で
は

な
く
、
凡
夫
の
優
れ
た
根
性
の
者
を
教
え
る
た
め
で
も
あ
る
。
即

ち
頓
教
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
菩
薩
は
直
ち
に
佛
慧
を
究
寛

し
醍
醐
味
の
利
益
を
得
る
が
、
初
心
の
凡
夫
に
と
っ
て
は
始
め
て

十
信
位
に
入
る
だ
け
で
あ
り
、
佛
法
を
聞
い
て
最
初
の
乳
味
の
利

益
を
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
法
味
そ
の
も
の
が
薄
い
と
い
う

の
で
は
な
い
、
初
め
て
蒙
る
利
益
で
あ
る
か
ら
乳
味
だ
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
華
玄
義
に
お
い
て
は
、
頓
教
に
よ
っ
て

受
け
る
利
益
が
醍
醐
味
と
な
る
機
と
、
乳
味
と
な
る
機
に
分
類
し

特
に
乳
味
に
過
ぎ
な
い
鈍
根
の
者
に
対
し
て
は
、
漸
教
の
説
法
に

よ
っ
て
利
益
を
増
大
し
機
根
が
融
熱
さ
れ
て
い
く
端
緒
と
な
る
頓

教
の
意
味
を
見
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
頓
教
は
釈
迦

佛
に
限
ら
ず
、
過
去
佛
に
お
い
て
も
現
在
諸
佛
や
未
来
佛
に
お
い

て
も
、
必
ら
ず
最
初
に
説
か
れ
る
方
式
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
最

初
と
い
う
の
は
、
時
間
的
・
時
期
的
に
最
初
と
い
う
よ
り
も
、
佛

陀
の
化
意
が
現
実
化
す
る
場
合
、
ま
ず
必
然
的
に
要
請
さ
れ
る
説

法
方
式
で
あ
る
と
い
う
論
理
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
華
厳
経
は
云
う
に
及
ば
ず
、
他
の
大
乗
諸
経
に
お
け

る
頓
教
の
相
も
、
そ
の
説
法
が
論
理
的
に
は
最
初
の
説
法
で
あ
っ

て
、
そ
れ
以
前
に
説
か
れ
た
漸
教
の
過
程
を
全
く
考
慮
せ
ず
し
て
、

直
ち
に
自
内
証
を
説
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

機
根
の
側
か
ら
云
え
ば
、
次
第
に
融
熱
さ
れ
て
来
た
機
根
に
対
し

て
も
、
そ
の
融
熟
過
程
と
無
関
係
に
真
実
を
吐
露
さ
れ
る
と
い
う

の
て
あ
る
。
そ
し
て
一
方
、
華
厳
頓
説
を
聞
い
て
直
ち
に
醍
醐
味

を
得
る
者
は
別
と
し
て
、
乳
味
を
得
た
者
に
と
っ
て
は
阿
含
以
下

の
漸
教
を
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
意
味
で
華
厳
の
説
法

を
も
漸
教
的
な
意
味
と
し
て
受
容
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
智
顎
は
そ
の
点
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
云
う
。

華
厳
頓
満
、
大
乗
の
家
業
の
若
き
は
、
但
一
実
を
明
か
し
て
方

便
を
須
ひ
ず
。
唯
満
の
み
に
し
て
半
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
漸
に
於

て
乳
を
成
ず
。
（
会
本
巻
十
上
、
十
二
右
）

以
上
の
ご
と
く
、
智
顎
は
各
種
の
経
典
を
頓
漸
（
あ
る
い
は
不

28



定
を
含
め
て
）
の
い
ず
れ
か
に
配
当
す
る
非
を
反
省
し
、
あ
ら
た

め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
の
中
に
頓
漸
の
教
相
を
見
出
し
て
、
頓
漸

二
教
は
説
法
方
式
の
一
般
的
普
遍
的
方
式
と
し
て
把
握
し
た
の
で

あ
る
。旧

来
の
教
判
に
お
い
て
は
、
華
厳
経
を
絶
対
視
し
て
頓
教
と
し
、

こ
こ
に
の
み
如
来
説
法
の
最
高
の
価
値
あ
り
と
見
な
し
た
。
そ
し

て
そ
の
た
め
に
、
華
厳
経
に
続
く
阿
含
以
下
の
諸
経
の
説
法
は
、

華
厳
説
法
と
何
の
関
わ
り
を
も
持
た
な
か
っ
た
の
で
、
華
厳
か
ら

阿
含
へ
の
説
法
順
序
の
必
然
性
を
解
明
し
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

智
領
は
そ
の
不
充
分
な
点
を
、
頓
教
の
概
念
を
以
上
に
述
べ
た
ご

と
く
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
し
た
。
そ
し
て
従
来
の
よ
う
に
、

華
厳
・
浬
樂
二
経
を
説
時
や
説
法
内
容
の
深
さ
に
よ
っ
て
優
位
に

位
置
づ
け
る
。
へ
く
、
し
た
が
っ
て
他
の
諸
経
典
は
方
便
の
教
説
と

し
て
箙
し
め
ら
れ
る
ゞ
へ
く
組
織
し
た
教
判
に
対
し
て
、
智
顎
は
華

厳
か
ら
浬
藥
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
た
唯
一
佛
の
化
意
の
現
わ
れ

と
し
て
緊
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
、
及
び
漸
教
の
中
に
あ
る
不
可

欠
な
方
便
的
性
格
を
明
確
に
す
る
尋
へ
く
、
頓
漸
の
ほ
か
に
特
に
機

の
融
不
融
の
立
場
か
ら
五
味
あ
る
い
は
五
時
の
設
定
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。

周
知
の
ご
と
く
、
浬
桑
経
の
五
味
の
嶮
説
は
慧
観
の
五
時
判
の

根
拠
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
佛
か
ら
大
浬
藥
を
出
だ
す
ま
で

の
プ
ロ
セ
ス
を
、
乳
・
酪
・
生
翫
・
熟
翫
・
醍
醐
の
味
へ
加
工
精

製
す
る
こ
と
を
も
っ
て
職
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
慧
観
に
お

い
て
は
、
こ
の
噛
説
は
漸
教
の
次
第
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
華
厳
経
は
こ
の
中
に
含
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
智

顎
は
上
述
の
如
く
頓
教
か
ら
漸
教
へ
、
す
な
わ
ち
初
頓
後
漸
の
必

然
性
に
基
づ
き
、
華
厳
経
を
こ
の
五
段
階
の
中
に
含
め
る
こ
と
に

よ
り
、
一
切
の
経
説
を
五
味
相
互
の
関
係
に
お
い
て
把
握
し
た
。

し
か
も
智
顎
は
、
こ
の
五
味
碆
を
一
義
的
に
は
解
釈
し
て
い
な
い
。

ま
ず
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
従
来
の
教
判
と
同
じ

く
経
典
に
顕
説
せ
ら
れ
た
説
き
方
に
、
如
来
の
化
意
と
し
て
五
時

の
説
法
順
序
が
あ
る
こ
と
を
職
え
る
も
の
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ

が
華
厳
・
鹿
苑
・
方
等
・
般
若
・
法
華
浬
藥
と
次
第
す
る
こ
と
を

承
認
す
る
。
つ
ぎ
に
鈍
根
の
衆
生
が
次
第
に
利
益
を
受
け
、
菩
提

を
全
う
し
て
い
く
た
め
の
必
然
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
受
容
し
、

法
華
経
の
長
者
窮
子
の
臂
嶮
な
ど
に
よ
っ
て
一
層
そ
の
意
味
内
容

を
充
実
さ
せ
て
い
る
。
浬
藥
経
の
五
味
臂
は
如
来
説
法
の
次
第
の

上
に
現
わ
れ
る
化
意
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、

長
者
窮
子
の
髻
職
は
、
こ
れ
が
四
大
声
聞
の
領
解
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
も
明
ら
か
な
ご
と
く
、
教
を
受
け
る
機
根
の
上
に
開
か
れ

て
来
る
証
悟
浅
深
の
段
階
を
職
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
智
顎

は
、
五
味
を
そ
れ
ぞ
れ
擬
宜
、
誘
引
、
弾
呵
、
淘
汰
、
開
会
な
ど
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と
解
釈
し
て
、
鈍
根
の
衆
生
が
佛
逝
を
完
成
し
て
い
く
過
程
を
表

わ
し
た
が
、
こ
れ
は
長
者
窮
子
の
臂
嚥
に
よ
る
順
序
次
第
で
あ
る
。

も
っ
と
も
機
根
の
差
別
に
応
じ
て
、
華
厳
経
に
よ
っ
て
直
ち
に
醍

酬
味
を
得
る
者
も
あ
り
、
乳
味
か
ら
醍
醐
味
ま
で
五
味
を
遍
歴
し

て
い
く
者
も
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
如
来
の
化
意
と
機
根
の
習

熟
過
程
の
関
係
か
ら
い
え
ば
、
鈍
根
衆
生
が
五
味
を
順
次
に
経
過

ず
、
、

し
て
佛
知
兄
に
開
示
悟
入
せ
ら
れ
る
過
程
を
強
調
す
る
こ
と
力

五
味
臂
の
示
す
主
眼
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
智
顎
が

五
時
五
味
の
教
相
に
よ
っ
て
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
実
に
こ

の
化
意
と
機
根
の
一
致
、
如
来
と
衆
生
の
感
応
道
交
を
明
示
す
る

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
教
と
は
下
に
被
ら
し
む
る
言
な

り
」
と
定
義
し
た
智
凱
は
、
具
体
的
に
現
わ
れ
た
経
説
に
よ
っ
て

如
来
と
衆
生
と
が
い
か
に
結
ば
れ
て
い
く
の
か
、
と
い
う
点
に
教

相
を
論
ず
る
主
題
を
お
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
智
凱
は
、
五
味
を
通
別
に
分
か
ち
、
別
の
五
時
は
釈
尊

一
代
に
亘
る
説
法
順
序
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
通
の
五
時
は
経
典

そ
れ
ぞ
れ
に
五
時
に
わ
た
る
説
法
形
式
を
も
っ
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
通
の
五
時
は
、
五
時
五
味
の
論
が
単
に
経
典
相
互
の
説
時
次

第
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
五
味
の
順
序
そ
の
も
の
が
必
然
的

に
要
請
さ
れ
る
説
法
形
式
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て

重
視
す
静
へ
き
で
あ
る
。
法
華
玄
義
で
は
、
こ
の
ほ
か
蔵
通
別
円
の

四
教
に
そ
れ
ぞ
れ
五
味
を
有
す
る
こ
と
や
耐
四
教
相
互
の
問
に
五

味
の
関
係
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
従
柚
に
五
味
臂
を
応
用
し
て
い
る

が
、
い
ま
は
こ
れ
ら
を
す
ゞ
へ
て
省
略
す
る
。

智
顎
は
法
華
玄
義
の
教
相
章
に
、
華
厳
経
は
「
如
来
説
頓
の
意

を
弁
ぜ
ず
」
と
い
い
、
四
阿
含
に
対
し
て
「
如
来
曲
巧
施
小
の
意

を
明
か
さ
ず
」
と
い
い
、
方
等
経
に
は
「
並
対
訶
讃
の
意
を
明
か

さ
ず
」
、
般
若
経
に
対
し
て
は
「
共
別
の
意
を
明
か
さ
ず
」
、
浬

梁
経
に
は
「
如
来
置
教
の
原
始
、
結
要
の
終
を
委
説
せ
ず
」
と
批

判
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
は
、
法
華
経
以
外
の
諸
経
は
そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
法
門
内
容
を
明
か
し
、
衆
生
に
い
ろ
い
ろ
な
利
益
を
与
え

て
い
る
が
、
如
来
は
何
故
こ
の
経
典
を
説
い
た
の
か
、
こ
の
法
門

を
説
く
如
来
の
意
図
・
目
的
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
に

な
る
と
何
ら
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
た
だ
化
度
す
、
へ
き
衆
生
に

応
じ
て
得
益
せ
し
め
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
如
来
自
身
の
説
法
目
的

は
語
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
法
華
経
に
つ
い
て
は
、

今
の
経
は
爾
ら
ず
。
是
の
法
門
の
網
目
を
経
る
の
み
に
し
て
、

大
小
の
観
法
、
十
力
無
畏
、
種
々
の
規
矩
は
皆
論
ぜ
ざ
る
所
な

り
。
前
経
已
に
説
く
が
為
の
故
に
。
但
だ
如
来
布
教
の
始
、
中

四
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問
の
取
与
、
湘
頓
の
適
時
、
大
事
の
因
縁
、
究
意
の
終
説
、
殻

教
の
綱
格
、
大
化
の
筌
舅
を
論
ず
る
の
み
な
り
。
」
（
会
本
巻
十
上
、

六
右
）

と
云
っ
て
、
法
華
経
は
特
殊
な
法
門
内
容
を
説
い
て
は
い
な
い
、

そ
れ
は
す
で
に
法
華
経
以
前
の
諸
経
に
明
か
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
法
華
経
で
は
た
だ
如
来
の
説
法
の
始
終
に
わ
た
る
設

教
の
綱
格
を
論
じ
、
如
米
説
法
の
意
図
、
目
的
を
明
か
し
た
に
過

ぎ
な
い
の
だ
と
い
う
。
換
言
す
れ
ば
、
華
厳
以
下
の
佛
説
諸
経
に

は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
法
門
内
容
が
明
か
さ
れ
て
い
て
、
い
ろ
い
ろ

な
利
銑
を
衆
生
に
与
え
た
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な

法
門
を
説
く
如
来
の
意
図
に
は
一
貫
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か

し
そ
れ
ら
の
諸
経
自
身
に
は
、
如
来
の
一
貫
し
た
意
図
に
基
く
法

門
内
容
を
説
い
て
い
る
だ
け
で
、
如
来
の
説
意
は
隠
さ
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
法
華
経
な
く
し
て
は
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
、
教

相
諭
や
諸
経
典
相
互
の
関
係
は
論
じ
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
る
に
法
華
経
に
は
、
法
華
経
独
自
の
法
門
内
容
は
説
か
れ
て
い

な
い
が
、
顕
説
さ
れ
た
他
の
諸
経
典
の
説
法
Ⅱ
的
を
悉
く
明
ら
か

に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
説
法
目
的
と
い
う
の
は
、
云
う
ま
で
も

な
く
一
佛
乗
に
附
会
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
に
向
っ
て

各
種
の
経
典
が
順
次
説
か
れ
て
い
く
論
理
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
法
華

経
は
明
示
し
た
の
で
あ
る
。
法
華
玄
義
の
教
相
諭
は
、
こ
う
い
う

可h

彼
の
法
華
経
観
に
基
づ
い
て
論
及
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
漉

頂
が
、
他
経
は
教
相
を
明
さ
な
く
て
も
い
い
が
、
法
華
経
に
限
っ

て
教
州
を
明
さ
な
け
れ
ば
、
法
華
経
解
釈
と
し
て
不
完
全
で
あ
る

と
い
っ
た
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

既
述
の
頓
漸
五
味
の
教
相
も
、
実
は
法
華
経
に
お
け
る
佛
意
開

顕
に
よ
っ
て
始
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
論
理
的
諸
関
係
で
あ
る
。

教
相
章
の
目
的
は
、
あ
た
か
も
如
来
一
代
に
わ
た
っ
て
説
か
れ
た

諸
経
典
を
、
有
機
的
綜
合
的
に
組
織
す
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、

む
し
ろ
智
顎
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
他
の
諸
経
の
教
相
を
素
材
と

し
て
傍
証
と
し
な
が
ら
、
法
華
経
に
説
か
れ
る
如
来
化
導
の
意
図

を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
と
云
え
る
の
で
あ
る
。

智
凱
は
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
法
華
経
と
他
の
諸
経
と
の
間
に

は
決
定
的
な
価
値
的
差
異
が
あ
る
こ
と
を
明
か
し
た
。
そ
し
て
そ

れ
が
、
結
果
的
に
は
華
厳
・
浬
藥
二
経
を
優
位
と
す
る
教
判
を
く

つ
が
え
し
て
、
法
華
至
上
主
義
を
提
唱
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
け

れ
ど
も
そ
れ
は
、
直
接
的
に
は
法
華
経
に
説
か
れ
る
如
来
化
導
の

意
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
決
し
て
華
厳
・
浬
梁
二
経
と
同

次
元
に
お
け
る
比
較
に
よ
っ
て
、
こ
の
二
経
を
低
位
の
経
典
と
し

た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
如
来
化
導
の
真
意
を
体
得
し
た
上
で
、

あ
ら
た
め
て
こ
の
二
経
の
精
神
も
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
云

う
、
へ
き
で
あ
る
。
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智
顎
は
法
華
経
と
い
う
高
い
位
置
か
ら
他
の
諸
経
典
を
批
判
し
、

法
華
経
と
の
比
較
の
上
で
他
の
諸
経
を
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
法
華
経
の
中
に
阿
含
説
法
の
佛
意
を
見
、
華
厳
経
や
般
若

経
な
ど
の
説
意
を
読
み
取
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

旧
来
の
教
判
の
ご
と
く
、
す
、
へ
て
の
経
典
を
研
究
し
て
そ
の
成
果

を
並
列
し
、
相
互
批
判
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
な
く
、
法
華
経
の

研
究
に
よ
り
如
来
の
化
意
を
把
握
し
た
と
き
、
は
か
ら
ず
も
権
実

す
べ
て
の
経
典
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
法
華
経
は
佛
説
諸
経
典
の
中
の
一
経
典
で
は
な
く
、
佛
説
の
す

べ
て
を
内
に
包
ん
だ
佛
教
全
体
の
経
典
で
も
あ
る
。
そ
し
て
同
時

に
、
譜
の
経
典
は
そ
の
権
実
相
対
の
関
係
を
荷
い
つ
つ
、
し
か
も

一
々
の
経
典
の
も
つ
精
神
は
そ
の
ま
ま
法
華
経
の
精
神
と
し
て
絶

対
性
を
も
つ
。
た
と
え
ば
、
阿
含
経
の
価
値
は
、
阿
含
経
だ
け
を

単
独
に
取
り
上
げ
て
そ
こ
に
顕
説
せ
ら
れ
て
い
る
法
門
内
容
を
体

得
し
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
小
乗
方
便
と
し
て
の
価
値
し
か
な
い
。

け
れ
ど
も
、
阿
含
を
説
い
た
佛
意
を
法
華
開
会
を
通
し
て
体
得
し
、

あ
ら
た
め
て
阿
含
経
に
向
え
ば
、
阿
含
の
説
法
は
直
ち
に
法
華
の

精
神
に
つ
な
が
り
、
法
華
と
同
じ
価
値
と
な
り
、
さ
ら
に
他
の
諸

経
典
の
精
神
に
も
つ
な
が
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
早
阿
含
経
は
単

r可

一｡

な
る
阿
含
経
で
は
な
く
、
す
寺
へ
て
の
経
典
に
通
ず
る
阿
含
経
で
あ

る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
絶
対
性
を
も
つ
と
い
う
の
で
あ
る
（

智
顎
が
方
便
の
教
を
重
視
し
漸
教
主
義
で
あ
っ
た
の
は
、
か
か
る

方
便
の
上
に
絶
対
性
を
見
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
天
台
教
学
の
中

心
間
胆
の
一
つ
で
あ
る
方
便
と
真
実
の
関
係
も
、
教
相
諭
に
関
し

て
い
え
ば
、
以
上
の
よ
う
に
法
華
経
と
他
の
諸
経
と
の
関
係
を
把

握
し
た
と
き
、
体
内
権
・
方
便
即
真
実
の
原
理
が
そ
の
ま
ま
妥
当

す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
方
便
説
法
で
あ
る
漸
教
を
、
方
便
と

し
て
捨
て
去
る
ど
こ
ろ
か
、
法
華
経
の
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
生

か
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
、
法
華
玄
義
の
教
相
論
に
つ
い
て
、
特
に
問
題
の
多
い
頓

漸
五
味
の
側
面
の
み
に
限
っ
て
考
察
し
て
来
た
。
し
た
が
っ
て
更

に
不
定
教
や
秘
密
教
の
意
味
内
容
を
検
討
し
て
、
こ
れ
ら
二
教
を

設
定
し
た
智
顎
の
意
図
・
こ
れ
ら
と
頓
漸
二
教
と
の
関
係
な
ど
に

つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
教
相
論
が
天
台
教

学
全
体
、
中
で
も
三
種
止
観
と
の
関
係
を
い
ま
一
度
見
直
す
必
要

が
あ
る
と
思
う
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
論

究
し
た
い
と
思
う
。
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