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『
開
目
抄
』
に
明
示
さ
れ
る
本
門
戒
の
諸
相(

下) 

―
本
門
戒
壇
の
戒
・
定
・
慧
の
実
義
等
分
類
へ
の
試
論―

 

大
本
山
本
圀
寺
現
燈   

早
川
日
章 

は
じ
め
に 

悪
人
成
仏
の
説
話
は
十
界
互
具
の
思
想
を
支
え
る
重
要
な
柱
の
一
つ
で
あ
る
。
宗
祖
は

『
開
目
抄
』
で
「
提
婆
達
多
は
一
闡
提
な
り
。 

天
王
如
来
と
記
せ
ら
る
。
涅
槃
経
四
十
巻
の

現
証
此
の
品
に
あ
り
。」
と
法
華
経
提
婆
品
の
極
悪
人
提
婆
達
多
の
成
仏
を
取
り
上
げ
、
悪
人

成
仏
の
現
証
と
さ
れ
た
。
宗
祖
の
佐
渡
に
お
い
て
の
戒
壇
理
論
を
検
証
す
る
筆
者
と
し
て
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
を
し
て
み
た
。 

仏
は
、
大
勢
の
菩
薩
及
び
天
人
・
四
衆
に
対
し
「
求
法
に
燃
え
る
国
王
が
奴
僕
の
如
き
弟

子
と
な
り
、
仙
人
の
阿
私
仙
が
良
き
師
と
成
っ
て
修
行
が
進
み
、
遂
に
国
王
は
大
法
を
得
て

成
仏
し
た
」
と
の
話
を
さ
れ
た
上
で
「
そ
の
時
の
国
王
は
仏
の
自
分
で
、
そ
の
時
の
仙
人
は

今
の
提
婆
達
多
で
あ
り
、
提
婆
は
そ
の
功
労
に
よ
り
天
王
如
来
に
な
っ
た
」
と
師
弟
の
本
地

を
明
か
さ
れ
た
。
以
上
が
説
話
の
梗
概
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
説
話
に
対
す
る
解
釈
は
一
様

で
あ
る
。
経
面
に
は
「
三
千
塵
点
劫
の
昔
、
阿
私
仙
に
依
っ
て
教
え
を
受
け
た
国
王
が
成
道

で
き
、
そ
の
功
に
よ
り
阿
私
仙
は
天
王
如
来
と
な
っ
た
」「
そ
の
時
の
国
王
は
仏
で
あ
る
自
分

で
、
そ
の
時
の
仙
人
は
今
の
提
婆
達
多
で
あ
る
」
と
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
に
は
提
婆

達
多
に
関
し
て
の
説
明
は
何
等
無
い
。
し
か
し
「
提
婆
達
多
は
極
悪
人
で
あ
る
」
と
の
仏
教

通
念
を
当
て
は
め
「
極
悪
人
が
如
来
に
ま
で
な
っ
た
。
こ
の
一
事
を
以
て
、
悪
人
は
皆
成
仏

を
す
る
」
と
結
論
付
け
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
こ
れ
は
経
面
に
添
っ
た
素
直
な
解
釈
で
あ

り
、
何
等
問
題
は
無
い
と
さ
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
宗
祖
は
我
々
の
如
き
と
同
様
に
、
通
念
に
よ
る
解
釈
を
な
さ
れ
た
の
か
。

否
、
殊
更
に
、「
提
婆
達
多
は
一
闡
提
な
り
」
と
、
何
故
強
調
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
述

の
通
り
に
宗
祖
の
佐
渡
に
お
い
て
の
戒
壇
理
論
を
検
証
し
て
い
る
筆
者
に
は
改
め
て
幾
つ
か

の
疑
問
が
生
じ
て
い
る
。 

先
ず
、『
提
婆
達
多
品
』
に
は
提
婆
達
多
は
極
悪
人
で
あ
る
と
は
一
言
も
解
説
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
我
々
は
「
提
婆
達
多
は
極
悪
人
で
あ
る
」
と
の
通
念

を
以
て
こ
れ
に
宛
て
、
前
述
の
「
悪
人
成
仏
」
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
し
か

し
、
推
定
の
根
拠
を
い
わ
ゆ
る
通
念
の
み
に
頼
っ
て
、
安
易
に
結
論
を
導
い
て
い
て
良
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
で
は
始
め
か
ら
結
論
有
り
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
自
省
の
念
を
持
っ

て
深
く
顧
み
る
の
で
あ
る
。 

加
え
て
、
経
文
の
前
後
を
幾
ら
探
し
て
も
、
阿
私
仙
の
身
に
は
非
道
、
犯
罪
、
悪
人
、
罪

人
、
悪
業
、
謗
法
、
な
ど
の
罪
人
が
関
わ
る
文
字
は
全
く
見
当
た
ら
ず
、
反
っ
て
、
勝
れ
た

法
華
の
指
導
者
に
見
え
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
為
に
、
何
故
、
こ
の
説
話
が
、
宗
祖
が
示
さ

れ
る
「
悪
人
成
仏
の
現
証
」
と
成
り
得
る
の
か
、
と
あ
ら
ぬ
疑
問
が
湧
く
。
即
ち
、
善
人
成

仏
説
を
唱
え
兼
ね
な
い
の
で
あ
る
。 

善
良
な
人
で
さ
え
な
か
な
か
成
仏
出
来
な
い
と
い
う
に
、
悪
人
が
そ
れ
程
簡
単
に
成
仏
出

来
る
と
は
信
じ
難
い
。
常
不
軽
菩
薩
を
軽
賤
し
て
阿
鼻
地
獄
に
堕
ち
た
多
勢
の
比
丘
、
比
丘

尼
達
は
二
百
億
劫
と
い
う
長
期
間
に
亘
っ
て
大
苦
悩
を
受
け
て
罪
を
償
っ
た
と
い
う
。
で

は
、
提
婆
達
多
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
極
悪
人
に
相
応
し
い
懺
悔
や
悔
悛
の
誓
い
等
が
全

く
語
ら
れ
な
い
成
仏
論
で
は
、
宗
祖
が
特
に
嫌
っ
た
浄
土
系
の
悪
人
正
機
説
と
同
一
化
し
て

し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
悪
を
呵
責
し
な
い
、
悪
業
を
懺
悔
も
せ
ず
、
兎
に
角
、
一
切

を
弥
陀
に
委
ね
れ
ば
、
悪
人
は
悪
人
の
ま
ま
で
往
生
成
仏
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
す
る
法
華
の
即
身
成
仏
、
一
念
三
千
の
即
身
成
仏
と
は
、
如
何
な
る
こ
と
で
あ
る
の

か
。 そ

こ
で
、
提
婆
達
多
品
の
該
当
部
分
の
説
話
の
組
み
立
て
や
流
れ
等
を
整
理
し
つ
つ
再
検

討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
右
顧
左
眄
、
検
証
の
結
果
、
遂
に
、
経
上
に
は
全
く
隠
さ
れ
て

い
る
師
弟
の
修
行
の
場
の
状
況
は
本
当
の
と
こ
ろ
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
、
そ
こ
に
初
め

て
思
い
が
行
き
着
い
た
と
き
、
筆
者
の
混
迷
す
る
思
考
が
急
展
開
し
始
め
た
の
で
あ
る
。 

先
ず
、
経
上
で
阿
私
仙
が
妙
法
蓮
華
経
を
宣
説
す
る
と
約
束
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
ま

す
。
然
し
な
が
ら
、
弟
子
へ
の
指
導
法
や
、
日
々
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に
教
え
た
か
、
そ
れ

ら
の
経
過
が
全
く
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
然
る
に
、
阿
私
仙
が
成
仏
し
、
天
王
如
来
に
な
っ

た
と
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
説
話
の
中
の
重
要
部
分
が
中
抜
き
さ
れ
て
い
る
の
は
、
何
故

な
の
か
。 

更
に
、
阿
私
仙
が
実
は
今
の
提
婆
達
多
で
あ
っ
た
と
、
仏
か
ら
の
正
体
明
か
し
が
、
説
話

の
最
後
に
さ
れ
る
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
単
な
る
正
体
明
か
し
で
は
無
く
、
み
仏

が
そ
の
こ
と
で
何
か
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。 
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次
に
、
国
王
に
つ
い
て
は
、
師
を
求
め
て
何
故
、
殊
更
に
四
方
に
宣
令
さ
れ
た
の
か
。
阿

私
仙
が
応
募
す
る
こ
と
を
待
っ
て
い
た
た
め
か
。
ま
た
、
奴
僕
に
徹
し
て
阿
私
仙
に
仕
え
、

所
須
や
野
で
採
れ
る
も
の
全
部
を
師
に
お
供
え
し
た
と
記
さ
れ
る
が
、
何
故
、
国
王
た
る
者

が
そ
れ
程
ま
で
し
て
仕
え
た
の
か
。 

ま
た
、
弟
子
か
ら
見
た
阿
私
仙
は
ど
の
よ
う
な
師
匠
で
あ
っ
た
の
か
。
み
仏
は
当
初
か
ら

阿
私
仙
の
正
体
を
見
抜
い
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
。
詳
細
が
語
ら
れ
て
い
な
い
の
は
何
故
な

の
か
。
最
後
に
、
国
王
が
み
仏
で
あ
っ
た
と
い
う
説
話
の
組
立
に
は
、
筋
書
き
を
逆
転
す
る

よ
う
な
、
複
層
的
で
、
逆
説
的
な
何
か
を
、
ほ
と
け
が
意
図
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
更
に
、
最
も
把
握
し
た
い
師
弟
間
の
交
流
、
教
え
の
遣
り
取
り
な
ど
に
つ
い
て
は

弟
子
の
献
身
以
外
に
全
く
説
明
が
無
く
、 

空
白
で
闇
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
闇
の
中

で
は
一
体
ど
の
身
以
外
に
全
く
説
明
が
無
く
、
空
白
で
闇
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
よ
う
な
展

開
が
あ
っ
た
の
か(

闇
と
言
っ
て
も
暗
闇
で
な
く
、
健
康
的
で
精
神
向
上
の
期
間)

。
さ
て
、

説
話
の
最
後
に 

「
時
の
仙
人
と
は
今
の
提
婆
達
多
是
れ
な
り
。
提
婆
達
多
が
善
知
識
に
由
る
が
故
に
我
れ

を
し
て
六
波
羅
蜜 

慈
悲 

喜
捨 

三
十
二
相 

八
十
種
好 
紫
磨
金
色 

十
力 

四
無
所
畏 

四
摂

法
十
八
不
共 

神
通 

道
力
を
具
足
せ
し
め
た
り
。」 

と
、
経
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
全
て
は
み
ほ
と
け
の
完
成
さ
れ
た
教
え
の
集
積
で
あ

っ
て
、
阿
私
仙
如
き
が
教
え
ら
れ
得
る
レ
ベ
ル
の
事
柄
で
は
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
提
婆
達
多
が
ど
の
よ
う
に
し
て
善
知
識
に
成
れ
た
か
を
知
る
た
め
に

は
、
文
底
に
隠
さ
れ
る
、
そ
の
闇
の
中
の
実
相
に
立
ち
入
る
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
仏
が
阿
私
仙
の
心
の
内
に
、
如
何
に
し
て
密
入
し
、
渦
巻
く
悪
念
を
捉
え
て
い

っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

様
々
に
想
像
で
き
る
そ
こ
で
の
真
実
相
が
、
実
は
、
宗
祖
が
強
調
さ
れ
る
悪
人
成
仏
の
現

証
そ
の
も
の(

現
実
に
顕
わ
れ
た
事
実
に
拠
る
証
明)

で
あ
る
と
拝
解
さ
れ
、
加
え
て
、
提
婆

品
の
文
底
に
秘
さ
れ
た
本
門
戒
壇
と
そ
の
様
相
が
顕
れ
出
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
後
述
の

通
り
、
こ
れ
は
正
し
く
本
門
戒
壇
の
実
義
を
物
語
る
説
話
で
あ
る
と
、
自
分
な
り
に
感
得
し

た
次
第
で
す
。 

 

二
十
二
、
悪
人
成
仏
は
本
門
戒
壇
の
円
慧
の
実
義
な
り 

「
提
婆
達
多
は
一
闡
提
な
り
。
天
王
如
来
と
記
せ
ら
る
。
涅
槃
経
四
十
巻
の
現
証
此
の
品
に

あ
り
。
善
星
・
阿
闍
世
等
の
無
量
の
五
逆
謗
法
の
者
、
一
を
あ
げ
頭
を
あ
げ
、
万
を
お
さ
め

枝
を
し
た
が
う
。
一
切
五
逆
・
七
逆
・
謗
法
・
闡
提
、
天
王
如
来
に
あ
ら
わ
れ
了
。
毒
薬
変

じ
て
甘
呂
と
な
る
。(

中
略)

今
法
華
経
の
時
こ
そ
、
女
人
成
仏
の
時
悲
母
の
成
仏
顕
れ
、
達

多
悪
人
成
仏
の
時
慈
父
の
仏
顕
る
れ
。」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
三
三
頁) 

後
の
項
の
女
人
成
仏
と
異
な
り
、
悪
人
成
仏
を
論
理
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ

れ
は
倫
理
的
な
課
題
で
あ
る
か
ら
だ
。 

「
我
が
所
説
の
経
典
は
無
量
千
万
億
に
し
て
、
巳
に

説
き
、
今
説
き
、
當
に
説
か
ん
。
而
も
其
の
中
に
於
て
此
の
法
華
経
は
最
も
為
れ
難
信
難
解

な
り
」
と
法
師
品
に
仏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
以
前
の
私
は
、
提
婆
達
多
品
の
悪
人
成
仏
説

は
何
の
疑
い
も
な
い
説
話
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
開
目
抄
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
私

に
は
提
婆
達
多
品
は
そ
の
難
信
難
解
の
最
た
る
こ
と
の
一
つ
に
な
っ
た
。
前
書
き
の
通
り
で

あ
る
。 

さ
て
、
国
王
の
高
ら
か
な
呼
び
掛
け
に
、
生
き
た
ま
ま
無
間
地
獄
に
お
ち
た
極
悪
人
が
応

じ
る
資
格
は
無
い
。
有
る
と
す
れ
ば
、
阿
私
仙
の
仮
面
と
隠
さ
れ
た
悪
へ
の
た
く
ら
み
と
で

あ
る
。
然
る
に
何
故
、
国
王
で
あ
る
仏
は
阿
私
仙
で
あ
る
提
婆
達
多
を
師
匠
に
迎
え
、
奴
僕

と
し
て
仕
え
る
こ
と
に
し
た
の
か
。 

み
仏
が
最
後
に
な
っ
て
阿
私
仙
の
正
体
を
明
か
し
た
こ
と
は
、
実
は
最
初
か
ら
分
か
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
み
仏
は
提
婆
達
多
に
自
分
へ
の
復
讐
の
絶
好
の
機

会
を
何
故
、
与
え
た
の
か
。 

ま
た
、
提
婆
達
多
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
か
つ
て
弟
子
の
阿
闍
世
王
が
唆
し
に
乗
っ
て
、
三

逆
罪
を
犯
し
た
よ
う
に
、
力
あ
る
国
王
を
同
様
に
育
て
上
げ
て
一
大
戦
力
に
す
れ
ば
、
必
ず

や
仏
に
危
害
を
加
え
ら
れ
る
も
の
と
密
か
に
考
え
て
、
募
集
に
応
じ
た
も
の
と
推
定
で
き

る
。 さ

て
、
師
弟
で
の
修
行
が
始
ま
る
と
、
表
面
上
は
兎
も
角
、
両
者
の
内
面
は
果
て
し
な
き

暗
闘
と
葛
藤
の
る
つ
ぼ
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
阿
私
仙
な
る
提
婆
達
多
の
心
中
は
、
燃
え

上
が
る
嫉
妬
と
報
復
へ
の
業
火
に
包
ま
れ
、
弟
子
と
な
っ
た
国
王
を
極
悪
の
徒
に
導
こ
う
と

し
、
国
王
は
弟
子
の
身
に
お
い
て
、
提
婆
達
多
を
善
人
に
導
こ
う
と
苦
闘
し
て
い
た
に
違
い

な
い
。 

一
方
で
は
「
大
王
に
白
し
て
言
さ
く
。 

我
大
乗
を
た
も
て
り
。
妙
法
蓮
華
経
と
名
け
た
て

ま
つ
る
。
も
し
我
に
違
わ
ず
ん
ば
、
ま
さ
に
為
に
、
宣
説
す
べ
し
」
と
約
束
し
、
信
用
を
取

り
付
け
た
手
前
、
最
高
の
師
匠
ら
し
く
振
る
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
影
響
力
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の
あ
る
国
王
が
わ
が
弟
子
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
秘
め
た
企
み
は
さ
て
置
き
、
う
わ
べ

は
誠
実
に
法
華
経
を
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
釈
尊
に
嫉
妬
し
、
亡
き
者
に
し
よ
う
と
狙
い
続

け
る
提
婆
達
多
の
こ
と
、
仏
の
手
の
内
は
相
当
に
知
り
尽
く
し
て
い
る
積
り
で
あ
る
。 

最
強

の
謗
法
者
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
。 

そ
れ
か
ら
の
日
々
は
、
不
本
意
な
が
ら
も
、
良
き
ほ
と
け
の
六
波
羅
蜜 

慈
悲 

喜
捨
三
十

二
相 

八
十
種
好 
紫
磨
金
色 

十
力 

四
無
所 

四
摂
法
、
十
八
不
共
、
神
通
、
道
力
な
ど
の
教

え
の
ま
が
い
も
の
如
き
を
、
何
も
知
ら
ぬ
弟
子
に
具
足
さ
せ
る
為
と
、
あ
ら
ゆ
る
手
立
て
を

駆
使
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。
弟
子
の
国
王
は
奴
僕
の
よ
う
に
ど
こ
ま
で
も
師
匠
を
立
て
、

無
心
に
敬
い
続
け
る
。
そ
れ
は
仏
の
万
民
救
済
へ
の
慈
悲
の
顕
わ
れ
で
あ
る
。
仏
の
万
能
の

力
に
叶
う
者
は
無
い
。
阿
私
仙
な
る
提
婆
達
多
は
始
め
に
密
か
に
抱
い
て
い
た
悪
へ
の
誘
惑

の
指
導
を
す
る
ど
こ
ろ
か
、
千
歳
を
経
て
、
い
つ
し
か
、
法
華
経
に
染
め
ら
れ
て
善
人
に
変

わ
り
、
遂
に
、
善
知
識
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ミ
イ
ラ
と
り
が
ミ
イ
ラ

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

思
う
に
、
す
べ
て
は
み
ほ
と
け
の
手
の
内
に
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
変
化
は
み
ほ
と
け
の
広
大

な
慈
悲
の
致
す
と
こ
ろ
で
、
良
薬
に
よ
っ
て
毒
が
制
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

阿
私
仙
こ
と
提
婆
達
多
の
苦
闘
は
不
純
な
欲
望
か
ら
発
し
、
偽
芝
居
ご
と
き
指
導
が
い
つ

し
か
浄
化
さ
れ
、
遂
に
懺
悔
を
経
て
誓
願
へ
と
進
展
し
た
こ
と
を
物
語
る
。
ま
さ
に
、
慈
悲

と
救
済
、
懺
悔
と
誓
願
と
は
事
の
戒
壇
と
戒
壇
の
様
相
そ
の
も
の
の
顕
現
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
宗
祖
は
、
自
ら
の
罪
業
観
と
照
ら
し
合
わ
せ
、
こ
の
経
の
文
底
を
喝
破
さ
れ 

「
毒
薬
変
じ
て
甘
呂
と
な
る
」(

再
掲)(

『
開
目
抄
」 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
三
三
頁) 

と
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

か
く
し
て
、
毒
薬
が
ど
の
よ
う
に
良
薬
へ
と
変
化
し
て
ゆ
く
か
、
深
き
文
底
へ
い
ざ
な
わ

れ
て
、
悪
人
成
仏
の
現
証
を
こ
の
よ
う
に
ご
教
示
な
さ
れ
た
も
の
と
拝
解
す
る
も
の
で
あ

る
。 筆

者
の
脚
色
は
或
い
は
妥
当
性
を
欠
く
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ

ば
、
毒
薬
変
じ
て
甘
呂
と
成
る
よ
う
に
、
提
婆
達
多
は
善
人
と
な
っ
て
法
華
成
仏
で
き
た
の

だ
と
、
私
な
り
に
納
得
で
き
る
の
で
す
。
よ
っ
て
、 

悪
人
成
仏
は
現
前
の
本
門
戒
壇
の
円
慧

の
実
義
な
り
、
と
留
め
た
い
。 

 

二
十
三
、
女
人
成
仏
は
本
門
戒
壇
の
円
慧
の
実
義
な
り 

=

総
じ
て
迹
門
正
宗
分
の
八
品
は
、
二
乗
作
佛
の
特
記
を
説
示
し
、
中
に
も
迹
門
流
通
の

法
師
品
は
善
人
成
仏
を
示
し
、
宝
塔
品
は
、
成
仏
の
理
相
を
示
し
、
本(

提
婆)

品
は
、
悪

人
・
女
人
・
畜
趣
・
地
獄
の
成
仏
を
説
示
す
。
故
に
法
師
、
宝
塔
は
理
性
の
即
身
成
仏
説

示
、
当(

提
婆)

品
は
、
事
相
の
即
身
成
仏
説
示
な
り
。(

『
法
華
文
句
口
決
』
巻
四 

国
書
刊

行
会) 「

法
華
経
の
現
文
を
拝
見
す
る
に
舎
利
弗
華
光
如
来
、 

迦
葉
光
明
如
来
、
須
菩
提
名
相
如

来
、
迦
旃
延
閻
浮
那
提
金
光
如
来
、
目
連
多
摩
羅
跋
栴
檀
香
佛
、
富
楼
那
法
明
如
来
、
阿
難

山
海
慧
自
在
通
王
仏
、
羅
睺
羅
蹈
七
宝
華
如
来
、
五
百
・
七
百
普
明
如
来
、
学
・
無
学
二
千

人
宝
相
如
来
、
摩
訶
波
闍
波
提
比
丘
尼
・
耶
輸
陀
羅
比
丘
尼
等
は
一
切
衆
生
喜
見
如
来
・
具

足
千
万
光
相
如
来
等
な
り
。」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

二
九
〇
頁) 

法
華
経
「
勧
持
品
」
で
佛
は
、
佛
の
姨
母
摩
訶
波
闍
波
提
比
丘
尼
は
大
法
師
に
、
学
・
無

学
の
二
千
人
の
比
丘
尼
は
法
師
に
な
り
、
将
来
の
世
に
は
皆
共
に
一
切
衆
生
喜
見
如
来
と
成

る
こ
と
、
ま
た
羅
睺
羅
の
母
、
耶
輸
陀
羅
比
丘
尼
は
大
法
師
と
な
り
、
善
国
の
中
に
於
い
て

具
足
千
万
光
相
如
来
と
成
る
こ
と
、
等
を
預
言
す
る
。 

宗
祖
は
女
人
成
仏
を
意
図
し
て
こ
の

経
文
を
引
用
し
た
の
で
は
な
い
が
、
姨
母
・
妻
以
外
に
も
六
千
人
の
比
丘
尼
、
女
人
の
成
仏

を
述
べ
て
い
ら
れ
る
。 

「
竜
女
が
成
仏
此
一
人
に
は
あ
ら
ず
。 

一
切
の
女
人
の
成
仏
を
あ
ら
わ
す
。 

法
華
経
已

然
の
諸
小
乗
経
に
は
女
人
成
仏
を
ゆ
る
さ
ず
。 

諸
大
乗
経
に
は
成
仏
往
生
を
ゆ
る
す
よ
う
な

れ
ど
も
、
或
改
転
の
成
仏
一
念
三
千
の
成
仏
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
有
名
無
実
の
成
仏
往
生
な

り
。
挙
一
例
諸
と
申
て
竜
女
成
仏
は
末
代
の
女
人
の
成
仏
往
生
の
道
を
ふ
み
あ
け
た
る
な
る

べ
し
。」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
三
三
頁) 

宗
祖
が
女
人
の
成
仏
往
生
を
強
調
さ
れ
る
理
由
は
、
法
華
教
学
的
に
は
一
念
三
千
の
平
等

思
想
か
ら
打
ち
出
さ
れ
て
く
る
が
、 

現
象
学
的
に
は
宗
祖
を
支
え
た
大
勢
の
女
性
信
者
と
の

人
間
的
な
交
流
が
齎
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
男
性
優
位
の
社
会
に
於
い
て
は
性
差
に
よ
る
偏

見
が
潜
在
し
、
宗
教
界
に
も
浸
透
し
て
爾
前
経
で
の
比
丘
に
対
す
る
比
丘
尼
の
地
位
は
低
く

抑
え
こ
ま
れ
、
女
人
禁
制
、
女
人
不
成
仏
の
風
潮
が
漂
い
続
け
た
。 

大
乗
経
に
あ
っ
て
は
女

性
は
男
に
改
転
し
、
長
い
修
行
を
経
た
後
に
、
成
仏
で
き
る
と
さ
れ
、
即
身
成
仏
で
は
な

い
。
宗
祖
を
師
と
仰
ぎ
、
法
華
信
心
の
誠
を
尽
く
す
人
は
、
た
と
え
女
性
で
あ
っ
て
も
、
ど

の
よ
う
な
機
根
の
状
態
で
あ
れ
、
そ
の
と
き
の
在
り
の
ま
ま
に
即
身
成
仏
す
る
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
成
仏
と
は
死
し
て
後
だ
け
で
無
く
、
生
存
の
ま
ま
に
成
仏
す
る
こ
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と
を
も
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

数
々
の
法
難
で
の
弾
圧
は
他
面
で
は
非
人
間
的
な
差
別
を
受
け
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
宗

祖
は
恐
ら
く
こ
の
受
け
た
差
別
感
情
を
厳
し
い
他
宗
批
判
に
変
え
、
他
方
で
は
、
弱
い
立
場

の
人
々
、
殊
に
女
性
達
へ
の
無
限
の
労
わ
り
と
導
き
と
に
誠
意
を
尽
く
さ
れ
た
、
と
も
言
え

る
の
で
あ
る
。 

「
華
厳
宗
と
真
言
宗
と
は
本
は
権
経
・
権
宗
な
り
。 

善
無
畏
三
蔵
・
金
剛
智
三
蔵
、
天
台

の
一
念
三
千
の
義
を
盗
と
て
自
宗
の
肝
心
と
し
、
其
上
に
印
と
真
言
と
を
加
て
超
過
の
心
を

お
こ
す
。」(

『
開
目
抄
』 
池
上
朝
夕
諷
誦 

二
八
九
頁) 

「
而
を
華
厳
・
法
相
・
三
論
・
真
言
・
念
仏
等
の
翳
眼
の
輩
、
彼
々
の
経
々
と
法
華
経
と

は
同
と
う
ち
お
も
え
る
は
、
つ
た
な
き
眼
な
る
べ
し
。」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

二

九
六
頁) 

歯
に
衣
を
着
せ
な
い
露
骨
で
厳
し
い
他
宗
批
判
は
本
抄
に
は
随
所
に
見
ら
れ
る
。
宗
祖
の

こ
う
し
た
鋭
く
切
り
裂
く
が
如
き
孤
高
の
論
陣
を
誰
し
も
崩
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
か
く
し

て
、
女
性
に
対
す
る
平
等
か
つ
大
慧
の
理
念
は
正
に
、
本
門
戒
壇
円
慧
の
核
心
の
実
義
と
な

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

二
十
四
、
六
難
九
易
を
行
ず
る
は
本
門
戒
壇
の
円
戒
の
実
義
な
り 

「
日
蓮
云
、
日
本
に
仏
法
わ
た
り
て
す
で
に
七
百
余
年
、
但
伝
教
大
師
一
人
計
法
華
経
を

よ
め
り
と
申
す
を
ば
諸
人
こ
れ
を
用
ず
。 

但
法
華
経
云
、
若
し
須
弥
を
接
て
他
方
の
無
数
の

仏
土
に
擲
げ
置
か
ん
も
未
だ
為
れ
難
し
と
せ
ず
。 

乃
至
、
若
し
仏
滅
後
の
悪
世
の
中
に
於

て
、
能
く
此
の
経
を
説
か
ん
、
是
れ
則
ち
為
れ
難
し
等
云
云
。
日
蓮
が
強
義
経
文
に
は
普
合

せ
り
。」(

『
開
目
抄
』
池
上
朝
夕
諷
誦 

二
九
六
頁) 

伝
教
大
師
さ
ま
が
法
華
経
の
実
践
を
な
さ
れ
た
の
に
弟
子
達
は
誰
ひ
と
り
跡
を
継
が
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
見
宝
塔
品
の
六
難
九
易
の
経
文
に
示
さ
れ
る
通
り
、
五
種
法
師(

こ
こ
で
は

解
説
の
行)

が
簡
単
そ
う
に
見
え
て
実
は
、
九
易
を
超
え
る
難
行
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
の
こ
と

は
、
宗
祖
が
自
ら
の
弘
法
活
動
を
経
て
、
強
く
表
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

「
日
本
国
に
此
を
し
れ
る
者
但
日
蓮
一
人
な
り
。
こ
れ
を
一
言
も
申
出
す
な
ら
ば
、
父

母
・
兄
弟
・
師
匠
国
主
の
王
難
必
來
べ
し
。
い
わ
ず
ば
慈
悲
な
き
に
に
た
り
と
思
惟
す
る

に
、
法
華
経
・
涅
槃
経
等
に
此
二
辺
を
合
見
る
に
、
い
わ
ず
は
今
生
は
事
な
く
と
も
後
生
は

必
無
間
地
獄
に
堕
べ
し
。
い
う
な
ら
ば
三
障
四
魔
必
競
起
る
べ
し
と
し
ぬ
。
二
辺
の
中
に
は

い
う
べ
し
。
王
難
等
出
来
の
時
は
退
転
す
べ
く
は
一
度
の
思
止
べ
し
、
と
且
や
す
ら
い
し
程

に
、
宝
塔
品
の
六
難
九
易
こ
れ
な
り
。 

我
等
程
の
小
力
の
者
須
弥
山
は
な
ぐ
と
も
、
我
等
程

の
無
通
の
者
乾
草
を
負
て
劫
火
に
は
や
け
ず
と
も
、
我
等
程
の
無
智
の
者
恒
沙
の
経
々
を
ば

よ
み
お
ぼ
う
と
も
、
法
華
経
は
一
句
一
偈
末
代
に
持
が
た
し
と
と
か
る
る
は
こ
れ
こ
れ
な
る

べ
し
。
今
度
強
盛
の
菩
提
心
を
お
こ
し
て
退
転
せ
じ
と
願
し
ぬ
。」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕

諷
誦 

三
〇
二
頁) 

前
文
と
同
様
に
、
法
華
経
の
一
句
、
一
偈
を
信
じ
持
つ
こ
と
の
至
難
な
こ
と
が
幾
つ
か
の

九
易
を
例
に
挙
げ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
、
更
に
次
の
こ
と
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。 

「
日
蓮
は
諸
経
の
勝
劣
を
し
る
こ
と
、
華
厳
澄
観
・
三
論
嘉
祥
・
法
相
慈
恩
・
真
言
の
弘

法
に
す
ぐ
れ
た
り
。
天
台
・
伝
教
の
跡
を
し
の
ぶ
ゆ
え
な
り
。
彼
の
人
々
は
天
台
・
伝
教
に

帰
せ
さ
せ
給
わ
ず
ば
謗
法
の
失
脱
さ
せ
給
べ
し
や
。 

当
世
日
本
国
に
第
一
に
富
者
は
日
蓮
な

る
べ
し
。
命
は
法
華
経
に
た
て
ま
つ
る
。
名
を
ば
後
代
に
留
べ
し
。
大
海
の
主
と
な
れ
ば
諸

河
神
皆
し
た
が
う
。 

須
弥
山
の
王
に
諸
山
神
し
た
が
わ
ざ
る
べ
し
や
。
法
華
経
の
六
難
九
易

を
弁
れ
ば
一
切
経
よ
ま
ざ
る
に
し
た
が
う
べ
し
」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
三
二

頁) 私
日
蓮
は
、
天
台
・
伝
教
大
師
さ
ま
の
立
派
な
行
跡
を
敬
い
頂
く
ゆ
え
に
、
こ
れ
ほ
ど
満

ち
足
り
て
い
る
者
は
他
に
誰
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
こ
の
い
の
ち
を
法
華
経
に
捧

げ
尽
く
し
、
六
難
九
易
を
行
じ
て
い
る
の
で
、
河
神
山
神
も
す
べ
て
私
と
共
に
法
華
経
を
信

持
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
断
言
さ
れ
る
。 

宗
祖
は
五
種
法
師
の
行
の
険
し
い
こ
と
を
闡
明
さ
れ
、
ま
た
六
難
九
易
を
理
解
す
る
な
ら

ば
、
余
経
を
一
切
読
ま
ず
に
、
法
華
経
一
途
で
も
良
い
と
教
示
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

は
す
べ
て
宗
祖
ご
自
身
の
弘
法
体
験
か
ら
滲
み
出
る
と
こ
ろ
、
ま
さ
に
本
懐
で
あ
る
。
宗
祖

か
ら
約
八
百
年
、
現
代
で
は
五
種
法
師
は
楽
行
と
思
い
が
ち
だ
が
、
実
は
困
難
な
行
で
あ
る

こ
と
を
今
更
な
が
ら
思
い
知
ら
さ
れ
る
。 

天
台
・
伝
教
大
師
の
三
学
を
継
承
さ
れ
、
そ
の
上
に
ご
自
身
の
困
難
な
弘
教
を
通
じ
て
体

得
し
具
現
せ
ら
れ
た
本
門
の
三
学
は
本
抄
に
溢
れ
ん
程
に
満
ち
満
ち
て
い
る
。
そ
れ
ら
一
つ

一
つ
が
宗
祖
の
筆
舌
し
難
い
、
い
の
ち
の
苦
闘
が
も
た
ら
し
た
膨
大
な
も
の
で
あ
る
。 

宗
祖

が
ご
自
身
を
語
る
言
葉
の
端
々
す
べ
て
に
宗
祖
の
強
い
息
遣
い
を
感
じ
な
い
者
は
い
な
い
で

あ
ろ
う
。
本
抄
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
宗
祖
の
素
顔
と
人
格
と
行
跡
等
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て

い
る
。
ま
さ
に
宗
祖
の
戒
定
慧
が
躍
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
慧
と
定
を
知
れ
ば
戒
は
そ
の
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側
面
に
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
学
が
相
即
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
宗

祖
の
三
学 (

戒
定
慧)

と
は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、
宗
祖
の
上
行
と
し
て
の
人
格
そ
の
も
の
で
あ

る
。
自
身
が
守
り
続
け
る
戒
に
つ
い
て
は
、
な
か
な
か
自
分
か
ら
言
い
得
な
い
の
が
通
常
で

あ
ろ
う
。 

か
く
し
て
私
た
ち
は
、
本
抄
が
唯
一
の
書
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
宗
祖
ご
自
身
が
ご
自
身
の

本
門
戒
の
全
貌
を
如
実
に
宣
明
さ
れ
て
お
ら
れ
る
と
確
信
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
祖
が
六

難
九
易
・
五
種
法
師
を
行
ぜ
ら
れ
た
こ
と
は
、
私
た
ち
法
の
血
の
通
う
者
の
指
針
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
宗
祖
に
殉
じ
る
こ
と
は
私
た
ち
が
最
高
の
富
者
と
な
る
こ
と

で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
六
難
九
易
を
弁
え
、
五
種
法
師
を
行
じ
る
こ
と
は
本
門
戒
壇
の
円
戒
の

実
義
と
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

二
十
五
、
行
者
へ
の
神
の
加
護
は
本
門
戒
壇
の
円
定
の
実
義
な
り 

「
今
末
法
の
始
二
百
余
年
な
り
。「
況
滅
度
後
」
の
し
る
し
に
闘
諍
の
序
と
な
る
べ
き
ゆ
え

に
非
理
を
前
と
し
て
、
濁
世
の
し
る
し
に
召
合
せ
ら
れ
ず
し
て
流
罪
乃
至
寿
に
お
よ
ば
ん
と

す
る
な
り
。
さ
れ
ば
日
蓮
が
法
華
経
の
智
解
は
、
天
台
・
伝
教
に
は
千
万
が
一
分
も
及
事
な

け
れ
ど
も
、
難
を
忍
び
慈
悲
の
す
ぐ
れ
た
る
事
お
そ
れ
を
も
い
だ
き
ぬ
べ
し
。
定
で
天
の
御

計
に
も
あ
づ
か
る
べ
し
と
存
ず
れ
ど
も
、
一
分
の
し
る
し
も
な
し
。
い
よ
い
よ
重
科
に
沈
。

還
て
此
事
計
み
れ
ば
、
我
身
の
法
華
経
の
行
者
に
あ
ら
ざ
る
か
。
又
諸
天
善
神
の
国
を
す
て

て
去
給
る
か
。 

か
た
が
た
疑
わ
し(

中
略)

今
の
世
の
僧
等
日
蓮
を
讒
奏
し
て
流
罪
せ
ず
ば
此

経
文
む
な
し
。」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
〇
五
頁) 

本
門
流
通
分
で
法
華
経
行
者
へ
の
加
護
を
誓
う
諸
仏
諸
菩
薩
・
諸
天
善
神
が
本
経
に
多
数

現
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
宗
祖
ご
自
身
は
難
を
受
け
、
流
罪
乃
至
寿(

い
の
ち)

に
及
ば
ん
と
な

っ
た
事
実
は
、
ど
う
し
た
こ
と
か
。
否
、
こ
の
事
実
こ
そ
が
、
法
華
経
が
真
実
の
教
え
で
あ

る
こ
と
の
証
明
な
の
だ
。 

「
但
世
間
の
疑
い
と
い
い
、
自
心
の
疑
と
申
、
い
か
で
か
天
扶
給
ざ
る
ら
ん
。 

諸
天
等
の

守
護
神
は
仏
前
の
御
誓
言
あ
り
。
法
華
経
の
行
者
に
は
、
さ
る
に
な
る
と
も
法
華
経
の
行
者

と
ご
う
し
て
、
早
々
に
仏
前
の
御
誓
言
を
と
げ
ん
と
こ
そ
お
ぼ
す
べ
き
に
、
其
義
な
き
は
我

身
法
華
経
の
行
者
に
あ
ら
ざ
る
か
。 

此
疑
は
此
書
肝
心
、
一
期
の
大
事
な
れ
ば
、
処
々
に
此

れ
を
か
く
上
、
疑
を
強
く
し
て
答
を
か
ま
う
べ
し
」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
〇
六

頁) 

宗
祖
は
こ
こ
に
至
っ
て
、
本
書
の
執
筆
目
的
が
「
神
の
加
護
無
き
は
、
我
身
法
華
経
の
行

者
に
あ
ら
ざ
る
か
」
に
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
る
。
法
華
経
に
は
三
類
の
強
敵
が
難
を
加
え
る

こ
と
と
行
者
を
守
護
す
る
神
々
の
存
在
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
、
大

難
を
繰
り
返
し
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か?

謗
法
の
日
本
国
か
ら
神
々
は
去
っ
て
し

ま
っ
た
為
と
言
っ
て
い
て
よ
い
の
か
。 

こ
の
問
い
の
本
質
を
み
つ
め
る
と
、
そ
の
先
に
、
澄
み
切
っ
た
法
華
経
の
最
高
の
救
済
の

世
界
の
あ
る
こ
と
が
予
感
さ
れ
る
。
誰
も
経
験
し
た
こ
と
の
無
い
法
難
と
生
死
を
分
け
る
極

限
状
況
、
そ
の
彼
方
に
、
宗
祖
が
ま
も
な
く
『
本
尊
鈔
』
で
辿
り
着
く
広
大
な
永
遠
の
お
し

え
の
世
界
が
開
け
て
い
る
の
で
あ
る
。 

「
予
、
事
の
由
を
お
し
計
に
、
華
厳
・
観
経
・
大
日
経
等
を
よ
み
修
行
す
る
人
を
ば
、
そ

の
経
々
の
仏
・
菩
薩
・
天
等
守
護
し
給
ら
ん
。
疑
あ
る
べ
か
ら
ず
。
但
日
経
・
観
経
等
を
よ

む
行
者
等
、
法
華
経
の
行
者
に
敵
対
を
な
さ
ば
、
彼
の
行
者
を
す
て
て
法
華
経
の
行
者
を
守

護
す
べ
し
。(

中
略) 

法
華
経
の
諸
仏
・
菩
薩
・
十
羅
刹
女
、
日
蓮
を
守
護
し
給
上
、
浄
土
宗

の
六
万
諸
仏
・
二
十
五
菩
薩
、
真
言
宗
の
千
二
百
等
、
七
宗
の
諸
尊
、
守
護
の
善
神
、
日
蓮

を
守
護
し
給
べ
し
。
例
せ
ば
七
宗
の
守
護
神
伝
教
大
師
を
ま
ほ
り
給
し
が
ご
と
し
と
お
も

う
。(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
四
頁) 

そ
れ
ぞ
れ
の
他
宗
の
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
神
仏
に
護
ら
れ
、
法
華
経
を
信
じ
る
宗
祖
も
法

華
経
の
神
仏
に
守
護
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
七
宗
の
守
護
神
が
伝
教
大
師
を
守
る
よ
う
に
、

そ
れ
ら
の
神
仏
は
私
を
守
っ
て
く
だ
さ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
い
ま
、
筆
者
は
、
宗
祖
は
ご
自

身
の
こ
こ
ろ
の
内
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
救
済
の
世
界
を
私
達
に
垣
間
見
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い

る
、
と
思
う
。
そ
れ
は
宗
祖
が
、「
神
々
の
守
護
は
平
等
で
あ
り
、
神
性
が
す
べ
て
の
人
に
平

等
に
降
り
注
ぐ
新
し
い
世
界
」
へ
と
歩
み
入
ら
れ
、
折
伏
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
半
生
か
ら
重

大
な
転
換
を
計
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

「
日
蓮
案
云
く
、
法
華
経
の
二
処
三
会
の
座
に
ま
せ
ま
し
し
日
月
等
の
諸
天
は
、
法
華
経

の
行
者
出
来
せ
ば
磁
石
の
鉄
を
吸
が
ご
と
く
、
月
の
水
に
遷
が
ご
と
く
、
須
輿
に
来
て
行
者

に
代
、
仏
前
の
御
誓
を
は
た
さ
せ
給
べ
し
と
こ
そ
お
ぼ
え
候
に
、
い
ま
ま
で
日
蓮
を
と
ぶ
ら

い
給
わ
ぬ
は
、
日
蓮
法
華
経
の
行
者
に
あ
ら
ざ
る
か
。
さ
れ
ば
重
て
経
文
を
勘
て
我
身
に
あ

て
て
身
の
失
を
し
る
べ
し
。」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
二
五
頁) 

信
念
の
殻
を
破
り
、
新
し
い
世
界
へ
一
歩
踏
み
出
す
前
に
、
も
う
一
度
確
認
し
て
お
き
た

い
。
神
仏
の
守
護
を
頂
け
な
い
自
分
に
は
何
か
失
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
。 
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「
我
無
始
よ
り
こ
の
か
た
、
悪
王
と
生
て
、
法
華
経
の
行
者
の
衣
食
田
畠
等
を
奪
と
り
せ

し
こ
と
か
ず
し
ら
ず
。 

当
世
日
本
国
の
諸
人
の
法
華
経
の
山
寺
を
た
う
す
が
ご
と
し
。
法
華

経
の
行
者
の
頸
を
刎
こ
と
其
数
を
し
ら
ず
。 

此
等
の
重
罪
は
た
せ
る
も
あ
り
、
い
ま
だ
は
た

さ
ざ
る
も
あ
る
ら
ん
。
果
も
余
残
い
ま
だ
つ
き
ず
。
生
死
を
離
時
は
必
此
重
罪
を
け
し
は
て

て
出
離
す
べ
し
。
功
徳
は
浅
軽
な
り
。
此
等
の
罪
は
深
重
な
り
。(

中
略)

今
ま
日
蓮
強
盛
に

国
土
の
謗
法
を
責
れ
ば
大
難
の
来
は
過
去
の
重
罪
の
今
生
の
護
法
に
招
出
せ
る
な
る
べ
し
。」

(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
四
六
頁) 

こ
こ
に
は
苦
吟
す
る
宗
祖
の
、
余
り
に
も
深
刻
な
前
世
の
業
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
余
り

に
も
も
っ
た
い
な
い
お
言
葉
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
宗
祖
一
人
だ
け
の
特
異
な
業
で
無

く
、
我
々
も
そ
の
よ
う
な
業
の
一
分
を
持
っ
て
い
る
と
拝
解
す
べ
き
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ

う
に
、
宗
祖
は
こ
の
『
開
目
抄
』
に
お
い
て
、
龍
口
で
の
死
と
引
き
換
え
に
得
ら
れ
た
新
た

な
眼
を
以
て
ご
自
分
を
徹
底
的
に
省
み
ら
れ
、
そ
の
一
切
を
述
べ
ら
れ
て
お
ら
れ
る
。
ま
さ

に
、
心
の
目
を
開
く
の
抄
で
あ
る
。
宗
祖
は
新
し
い
魂
魄
へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
、
そ
し
て
一

段
高
い
精
神
の
世
界
へ
と
向
か
わ
れ
た
の
で
あ
る
。(
詳
細
は
次
号
の
「『
観
心
本
尊
鈔
』
に

明
示
さ
れ
る
本
門
戒
壇
」)

で
述
べ
る
予
定
で
あ
る) 

 

二
十
六
、
摂
受
・
折
伏
行
は
本
門
戒
壇
の
円
戒
の
実
義
な
り 

「
西
方
に
仏
図
と
い
う
者
あ
り
、
聖
人
な
り
と
い
い
て
、
外
典
を
仏
法
の
初
門
と
な
せ
し

こ
れ
な
り
礼
楽
等
を
教
て
、
内
典
わ
た
ら
ば
戒
・
定
・
慧
を
し
り
や
す
か
ら
さ
ん
が
た
め
、

王
臣
を
教
て
尊
卑
を
さ
だ
め
、
父
母
を
教
て
孝
高
き
こ
と
を
し
ら
し
め
、
師
匠
を
教
て
帰
依

を
し
ら
し
む
。」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

二
八
五
頁) 

摂
受
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
文
章
中
の
「
戒
・
定
・

慧
を
し
り
や
す
か
ら
さ
ん
が
た
め
に
」
と
は
或
い
は
、
内
典
摂
受
へ
の
準
備
段
階
を
指
す
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
王
臣
の
尊
卑
、
父
母
の
孝
高
き
こ
と
、
師
匠
へ
の
帰
依
等
を
教
え
る
事

は
道
徳
で
あ
る
。
儒
教
創
始
者
の
孔
子
が
道
徳
を
仏
図(

仏
陀)

の
仏
法
の
初
門
で
あ
り
、

戒
・
定
・
慧
を
知
る
た
め
の
素
地
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
こ
と
は
、
摂
受
を
考
え
る
上
で
参

考
と
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、
摂
受
の
み
な
ら
ず
折
伏
も
指
導
方
法
の
分
野
に
お
け
る
方
法
論

の
一
種
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

「
而
に
法
華
経
の
第
五
の
巻
勧
持
品
の
二
十
行
の
偈
は
、
日
蓮
だ
に
も
此
国
に
生
ず
は
、

ほ
と
ん
ど
世
尊
は
大
妄
語
の
人
、
八
十
万
億
那
由
陀
の
菩
薩
は
提
婆
が
虚
証
罪
に
も
堕
ぬ
べ

し
。
経
に
云
く
「
有
諸
無
智
人
、
悪
口
罵
詈
等
」「
加
刀
杖
瓦
石
」
等
云
々
。
今
の
世
を
見
る

に
、
日
蓮
よ
り
外
の
諸
僧
、
た
れ
の
人
か
」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
〇
五
頁) 

折
伏
と
は
ど
の
よ
う
な
行
為
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
開
目
抄
』
の
こ
の
文
中
の
勧

持
品
の
二
十
行
の
偈
を
色
読
し
、
実
行
す
る
こ
と
を
我
々
は
天
台
・
伝
教
・
宗
祖
の
説
に
基

い
て
、
折
伏
と
呼
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
、
折
伏
は
宗
祖
の
代
名
詞
で
あ
る
。 

「
我
一
門
の
者
の
た
め
に
し
る
す
。
他
人
は
信
ぜ
ざ
れ
ば
逆
縁
な
る
べ
し
。
一
滴
を
な
め

て
大
海
の
し
お
を
し
り
、
一
華
を
見
て
春
を
推
せ
よ
。 

万
里
を
わ
た
て
宋
に
入
ず
と
も
、
三

箇
年
を
経
て
霊
山
に
い
た
ら
ず
と
も
、
竜
樹
の
ご
と
く
竜
宮
に
入
ず
と
も
、
無
著
菩
薩
の
ご

と
く
弥
勒
菩
薩
に
あ
わ
ず
と
も
、
二
処
三
会
に
値
ず
と
も
、
一
代
の
勝
劣
は
こ
れ
を
し
れ
る

な
る
べ
し
。」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
三
二
頁) 

宗
祖
は
一
代
の
勝
劣
を
知
っ
た
な
ら
ば
、
如
何
な
る
も
の
に
も
目
を
向
け
ず
、
猪
突
猛
進

す
る
こ
と
を
折
伏
と
い
い
、
こ
れ
を
我
一
門
の
者
の
た
め
に
し
る
す
と
宣
言
さ
れ
る
。 

「
当
世
日
本
国
に
第
一
に
富
者
は
日
蓮
な
る
べ
し
。
命
は
法
華
経
に
た
て
ま
つ
る
。
名
を

ば
後
代
に
留
べ
し
」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦
三
二
頁) 

宗
祖
は
命
を
法
華
経
に
奉
り
、
折
伏
を
貫
い
て
い
る
ゆ
え
、
日
本
国
の
第
一
の
富
者
で
あ

る
と
言
わ
れ
る
。 

「
日
蓮
と
い
い
し
者
は
去
年
九
月
十
二
日
子
丑
の
時
に
頸
は
ね
ら
れ
ぬ
。
此
は
魂
魄
佐
土

の
国
に
い
た
り
て
、
返
年
の
二
月
雪
中
に
し
る
し
て
、
有
縁
の
弟
子
へ
お
く
れ
ば
、
お
そ
ろ

し
く
て
お
そ
ろ
し
か
ら
ず
。 

み
ん
人
い
か
に
お
ぢ
ず
ら
ん
。
此
は
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
の
諸

仏
の
、
未
来
日
本
国
当
世
を
う
つ
し
給
明
鏡
な
り
。
か
た
み
と
も
み
る
べ
し
。」(

『
開
目

抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
三
三
頁) 

い
ま
こ
の
『
開
目
抄
』
は
魂
魄
と
な
っ
て
執
筆
し
て
い
る
。
折
伏
は
命
と
ひ
き
代
え
に
な

る
ほ
ど
に
厳
し
く
、
激
し
い
行
為
で
あ
る
。
法
華
経
に
数
々
の
受
難
の
あ
る
こ
と
は
明
白
に

う
た
わ
れ
、
ご
自
身
は
色
読
と
折
伏
と
で
繰
り
返
し
受
難
し
て
き
た
。
こ
の
事
を
、
宗
祖
は

自
身
の
受
難
が
法
華
経
の
真
実
性
を
実
証
し
て
い
る
と
再
三
に
亘
っ
て
宣
べ
て
お
ら
れ
る
。

受
難
は
折
伏
の
証
明
で
あ
り
、
折
伏
は
法
華
経
の
真
実
性
を
証
明
し
、
法
華
経
は
受
難
を
予

証
し
て
い
る
。
宗
祖
は
法
華
経
・
折
伏
・
法
難
の
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
の
中
で
、
戒
・
定
・
慧

の
不
撓
の
法
城
を
造
り
続
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
佐
渡
流
罪
を
機
に
、
多
く
の
弟
子
・
信
者

は
離
れ
て
し
ま
い
、
い
ま
や
そ
の
法
城
は
崩
壊
の
瀬
戸
際
に
あ
っ
た
。
そ
の
三
角
形
の
堅
固

な
囲
い
の
中
に
い
る
だ
け
で
は
広
布
に
限
界
が
見
え
、
帰
妙
は
行
き
詰
ま
る
ば
か
り
で
あ
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る
。
佐
渡
流
罪
は
宗
祖
に
対
し
、
根
本
的
な
変
更
を
迫
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

宗
祖
は
佐
渡
流
罪
ま
で
、
様
々
に
折
伏
活
動
を
続
け
て
こ
ら
れ
た
が
、
本
抄
の
最
後
に
な

っ
て
摂
受
、
折
伏
を
改
め
て
整
理
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
内
、
二, 

三
ヶ
所
引
用
す
る
と
、 

「
止
観
云
、
夫
れ
仏
に
両
説
あ
り
。
一
に
は
摂
、
二
に
は
折
。
安
楽
行
に
不
称
長
短
と
い

う
如
き
、
是
れ
摂
の
義
。 

大
経
に
刀
杖
を
執
持
し
、
乃
至
、
首
を
斬
れ
と
い
う
、
是
れ
折
の

義
。
与
奪
途
を
殊
に
す
と
雖
も
、
倶
に
利
益
せ
し
む
」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
四

八
頁) 「

涅
槃
経
云
、
仏
法
を
壊
乱
す
る
は
仏
法
の
中
の
怨
な
り
。 

慈
無
く
し
て
詐
わ
り
親
し
む

は
是
れ
彼
が
怨
な
り
。
能
く
糾
治
せ
ん
者
は
是
れ
護
法
の
声
聞
、
真
の
我
が
弟
子
な
り
。
彼

が
為
に
悪
を
除
く
は
即
ち
是
れ
彼
が
親
な
り
。
能
く
呵
責
す
る
者
は
是
れ
我
が
弟
子
。
駈
遣

せ
ざ
ら
ん
者
は
仏
法
の
中
の
怨
な
り
」(
『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
五
〇
頁) 

大
経
に
仏
法
を
守
る
た
め
な
ら
ば
、
刀
杖
を
執
持
し
、
時
に
は
首
を
斬
っ
て
も
良
い
、
折

伏
と
は
暴
力
を
伴
う
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
宗
祖
の
折
伏
は
素
手
で
あ

り
、
当
然
に
暴
力
は
全
く
伴
な
わ
な
い
。
常
不
軽
菩
薩
の
如
く
、
受
難
す
る
ば
か
り
で
あ

る
。
慈
無
く
て
詐
わ
る
よ
う
な
こ
と
も
無
く
、
ひ
た
す
ら
糾
治
し
、
悪
を
除
き
、
呵
責
し
、

駐
遣
す
る
の
み
で
あ
る
。 

「
夫
摂
受
・
折
伏
と
申
法
門
は
水
火
の
ご
と
し
。
火
は
水
を
い
と
う
。
水
は
火
を
に
く

む
。
摂
受
の
者
は
折
伏
を
わ
ら
う
。
折
伏
の
者
は
摂
受
を
か
な
し
む
。
無
智
悪
人
の
国
土
に

充
満
の
時
は
摂
受
を
前
と
す
。
安
楽
行
品
の
ご
と
し
。
邪
智
謗
法
の
者
の
多
時
は
折
伏
を
前

と
す
。
常
不
軽
品
の
ご
と
し
。
譬
え
ば
熱
時
に
寒
水
を
用
、
寒
時
に
火
を
こ
の
む
が
ご
と

し
。
草
木
は
日
輪
の
眷
属
、
寒
月
に
苦
を
う
。
諸
水
は
月
輪
の
所
従
、
熱
時
に
本
性
を
失
。

末
法
に
摂
受
・
折
伏
あ
る
べ
し
。
所
謂
悪
国
・
破
法
の
領
国
あ
る
べ
き
ゆ
え
な
り
。
日
本
国

当
世
は
悪
国
か
破
法
の
国
か
と
し
る
べ
し
。」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
四
九
頁) 

宗
祖
は
摂
受
・
折
伏
に
関
し
て
は
先
に
引
用
し
た
涅
槃
経
、
或
い
は
そ
の
解
釈
を
し
た
止

観
・
弘
決
・
文
句
。
涅
槃
経
疏
等
に
論
拠
を
置
い
て
い
る
が
、
こ
の
引
用
文
は
ご
自
身
の
論

で
あ
る
。
目
立
つ
こ
と
は
摂
受
と
折
伏
と
を
正
反
対
の
対
極
に
置
き
、
夫
々
を
行
う
時
期
・

状
況
を
定
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
来
は
摂
受
と
折
伏
と
は
方
法
論
に
お
け
る
強
・
弱
、

浅
・
深
の
関
係
に
あ
る
が
、
宗
祖
は
好
き
・
嫌
い
の
、
水
・
火
の
対
極
関
係
に
あ
る
と
考
え

て
い
る
。 

無
智
悪
人
に
は
摂
受
、
邪
知
謗
法
に
は
折
伏
と
い
う
方
法
が
適
切
で
あ
る
と
述
べ

る
が
、
無
智
と
邪
智
、
悪
人
と
謗
法
の
対
比
に
宗
祖
の
思
想
の
特
徴
が
表
れ
る
。
前
者
は
白

と
黒
の
対
比
で
あ
り
、
邪
智
に
は
折
伏
が
要
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
悪
人
と
謗
法
の

対
比
は
ね
じ
れ
の
関
係
に
あ
る
。
謗
法
に
は
折
伏
、
こ
れ
は
宗
祖
の
法
華
経
色
読
に
よ
る
も

の
と
拝
解
す
る
。
時
期
・
状
況
に
つ
い
て
は
、
末
法
に
は
摂
受
・
折
伏
の
両
方
が
必
要
で
、

日
本
国
が
今
、
悪
国
か
破
法
の
国
か
を
正
確
に
判
断
し
、
摂
・
折
の
い
づ
れ
か
を
選
ば
ね
ば

な
ら
な
い
と
す
る
。 

「
若
し
、
悪
人
有
っ
て
不
善
の
心
を
以
て
一
切
の
中
に
於
て
現
に
仏
前
に
於
て
常
に
仏
を

毀
罵
せ
ん
は
其
の
罪
尚
軽
し
。
若
し
人
一
の
悪
言
を
以
て
在
家
出
家
の
法
華
経
を
読
誦
す
る

者
を
毀
譬
せ
ん
は
其
の
罪
甚
だ
重
し
、」(

法
師
品
第
十) 

右
の
引
用
文
と
同
様
の
内
容
の
経
文
は
相
当
数
が
見
ら
れ
る
。
仏
前
で
仏
を
毀
罵
す
る
悪

人
よ
り
も
、
法
華
経
を
読
誦
す
る
者
を
毀
讐
す
る
謗
法
の
方
が
遥
か
に
罪
は
重
い
と
説
く
。

法
華
経
に
は
時
期
・
状
況
の
指
示
は
な
い
の
で
、
宗
祖
の
時
代
は
破
法
の
国
で
あ
っ
た
と
理

解
す
る
。
で
は
、
末
法
の
現
代
日
本
は
悪
国
か
破
法
の
国
か
、
ど
ち
ら
で
あ
ろ
う
か
。 

宗
祖
は
混
乱
の
社
会
で
、
謗
法
の
諸
宗
に
折
伏
を
加
え
、
更
に
、
幕
府
に
対
し
て
も
捨
て

身
の
諫
暁
を
二
度
も
行
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
為
、
各
宗
の
僧
俗
か
ら
何
度
も
襲
撃
を
受

け
、
政
権
か
ら
の
無
残
な
弾
圧
と
断
罪
と
を
受
難
し
た
の
で
あ
る
。
法
華
経
の
三
類
の
強
敵

を
熟
知
し
て
い
る
宗
祖
の
こ
と
、
真
の
法
華
行
者
為
ら
ん
、
と
当
然
の
如
く
行
動
を
起
こ
し

た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
宗
祖
は
法
華
経
を
拠
り
所
と
す
る
無
二
の
法
華
経
の

申
し
子
で
あ
っ
た
。 

さ
て
、
現
代
の
布
教
方
法
を
考
え
る
場
合
、
摂
受
・
折
伏
の
両
方
が
必
要
で
あ
る
の
か
。

の
日
本
は
鎌
倉
時
代
と
は
国
の
制
度
は
あ
ら
ゆ
る
面
で
全
く
異
な
る
。
ま
た
諸
宗
の
教
義
等

に
お
い
て
も
随
分
と
変
化
を
と
げ
て
い
る
。 

例
え
ば
念
仏
系
は
捨
閉
閣
抛
の
教
義
を
捨
て
て

い
る
よ
う
だ
。
ま
た
、
本
宗
に
於
い
て
も
随
分
と
変
更
が
あ
る
よ
う
で
。
各
宗
を
調
べ
直
す

必
要
を
思
う
。 

「
日
蓮
が
流
罪
は
今
生
小
苦
な
れ
ば
な
げ
か
し
か
ら
ず
。 

後
生
に
は
大
楽
を
う
く
べ
け
れ

ば
、
大
に
悦
し
。」(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷
誦 

三
五
一
頁) 

宗
祖
の
『
開
目
抄
』
は
こ
こ
で
擱
筆
さ
れ
た
。 

最
後
の
こ
の
一
文
は
自
己
の
身
の
こ
と
の
み
を
述
べ
た
だ
け
で
な
い
。
捨
て
お
か
れ
て
の

厳
し
い
環
境
、
未
だ
迫
り
く
る
身
の
危
険
、
そ
の
中
で
書
き
終
え
た
安
堵
感
が
伝
わ
る
。
勿

論
、
戦
い
は
ま
だ
続
く
か
ら
新
た
な
準
備
を
始
め
よ
う
と
の
意
気
軒
高
な
息
遣
い
さ
え
も
聞

こ
え
る
。 
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さ
て
、
佐
渡
流
罪
を
受
け
止
め
て
書
か
れ
た
本
抄
は
、
五
重
相
対
、
四
種
三
段
に
よ
り
本

門
の
教
相
を
明
確
に
し
て
宗
祖
が
折
伏
行
の
原
根
拠
を
闡
明
し
た
。
次
に
、
折
伏
に
よ
る
法

難
は
な
ぜ
起
き
る
の
か
、
折
伏
を
行
な
う
法
華
行
者
に
神
の
加
護
が
見
え
な
い
の
は
何
故

か
、
と
赤
裸
々
に
問
い
、
そ
の
経
証
と
法
難
が
必
然
で
あ
る
こ
と
を
明
証
し
、
最
後
に
、
諸

宗
の
神
々
ま
で
も
が
法
華
行
者
を
守
護
す
る
こ
と
を
確
信
す
る
と
述
べ
る
に
至
っ
た
。 

い
ず

れ
も
、
折
伏
を
行
ず
る
宗
祖
が
末
法
の
大
導
師
、
如
来
使
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
に
足
る

も
の
で
あ
る
。 

宗
祖
の
流
類
で
あ
る
私
た
ち
は
宗
祖
の
「
末
法
に
摂
受
・
折
伏
あ
る
べ
し
」
と
の
ご
遺
訓

を
学
問
上
で
は
な
く
、
布
教
上
の
方
法
論
と
し
て
具
体
的
に
再
検
討
す
べ
き
と
思
う
。
本
門

戒
壇
は
そ
の
基
点
に
な
る
所
で
あ
り
、
建
立
の
早
期
実
現
へ
の
興
論
を
期
待
し
た
い
。 

 

二
十
七
、
三
大
誓
願
の
日
本
の
柱
は
本
門
戒
壇
の
円
定
の
実
義
な
り 

二
十
八
、
三
大
誓
願
の
日
本
の
眼
目
は
本
門
戒
壇
の
円
戒
の
実
義
な
り 

二
十
九
、
三
大
誓
願
の
日
本
の
大
船
は
本
門
戒
壇
の
円
慧
の
実
義
な
り 

「
詮
ず
る
處
は
、
天
も
す
て
給
へ
、
諸
難
に
も
あ
へ
、
身
命
を
期
と
せ
ん
。
身
子
が
六
十

劫
の
菩
薩
の
行
を
退
せ
し
、
乞
眼
の
婆
羅
門
の
責
を
堪
へ
ざ
る
ゆ
え
。
久
遠
大
通
の
者
の
三

五
の
塵
を
ふ
る
、
悪
知
識
に
値
ふ
ゆ
え
な
り
。
善
に
付
け
悪
に
つ
け
、
法
華
経
を
す
つ
る
は

地
獄
の
業
な
る
べ
し
。
本
願
を
立
て
ん
。
日
本
国
の
位
を
ゆ
づ
ら
む
、
法
華
経
を
す
て
て
観

経
等
に
つ
い
て
後
生
を
ご
せ
よ
。
父
母
の
頸
を
刎
ね
ん
、
念
仏
申
さ
ず
は
。
な
ん
ど
の
種
々

の
大
難
出
来
す
と
も
、
智
者
に
我
が
義
や
ぶ
ら
れ
ず
ば
用
ひ
じ
と
な
り
。
其
の
外
の
大
難
、

風
の
前
の
塵
な
る
べ
し
。
我
れ
日
本
の
柱
と
な
ら
ん
、
我
れ
日
本
の
眼
目
と
な
ら
ん
、
我
れ

日
本
の
大
船
と
な
ら
む
等
と
誓
ひ
し
願
、 

や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
。(

『
開
目
抄
』 

池
上
朝
夕
諷

誦 

三
四
五
頁) 

要
す
る
に
天
か
ら
見
捨
て
ら
れ
よ
う
が
、
諸
難
に
値
お
う
が
、
命
の
あ
る
限
り
法
華
経
の

修
行
に
精
進
し
よ
う
。 

舎
利
弗
が
六
十
劫
と
い
う
長
い
間
、
菩
薩
の
行
を
積
み
な
が
ら
、
成

仏
で
き
ず
に
退
い
て
し
ま
っ
た
の
は
乞
眼
の
婆
羅
門
か
ら
肉
眼
を
強
要
さ
れ
、
そ
の
責
苦
に

堪
え
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

法
華
経
の
本
門
で
五
百
億
塵
点
劫
の
昔
に
、
あ
る
い
は
、
迹
門
で
三
千
塵
点
劫
の
昔
の
大

通
仏
の
時
に
釈
尊
か
ら
成
仏
の
種
を
下
さ
れ
た
者
達
が
霊
鷲
山
で
釈
尊
が
教
え
を
説
か
れ
る

ま
で
、
生
死
の
苦
海
に
輪
廻
し
て
い
た
の
は
悪
知
識
に
会
っ
て
法
華
経
を
捨
て
た
か
ら
で
あ

る
。
た
と
え
、
ど
ん
な
事
情
が
あ
ろ
う
と
も
、
法
華
経
を
捨
て
る
こ
と
は
最
悪
の
こ
と
で
あ

る
。 私(

日
蓮)

は
こ
こ
に
大
願
を
立
て
よ
う
。
日
本
国
の
位
を
譲
る
代
わ
り
に
法
華
経
を
捨
て

て
観
無
量
寿
経
を
信
じ
て
後
生
を
願
え
と
強
要
さ
れ
て
も
、
念
仏
を
唱
え
ぬ
と
父
母
を
殺
す

ぞ
と
脅
さ
れ
て
も
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
酷
い
仕
打
ち
を
受
け
よ
う
と
も
、
智
者
に
我
が

主
張
の
根
本
を
破
ら
れ
な
い
限
り
、
断
固
と
従
う
こ
と
は
な
い
。
そ
の
他
の
大
難
な
ど
も
風

前
の
塵
に
過
ぎ
な
い
。
我
れ
日
本
の
柱
と
な
ら
ん
、
我
れ
日
本
の
眼
目
と
な
ら
ん
、
我
れ
日

本
の
大
船
と
な
ら
ん
と
の
誓
い
は
、
如
何
に
強
要
さ
れ
て
も
破
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
。 

こ
こ
で
の
日
本
の
柱
は
主
の
徳
、
眼
目
は
師
の
徳
、
大
船
は
親
の
徳
を
意
味
す
る
と
さ
れ

る
が
、
筆
者
の
考
え
は
異
な
り
、
法
華
経
本
門
を
基
盤
に
「
日
本
仏
教
を
支
え
る
」「
日
本
仏

教
を
統
合
す
る
」「
日
本
仏
教
を
牽
引
す
る
」
と
夫
々
に
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。
理
由
は
、

末
法
で
あ
っ
て
も
三
徳
兼
備
の
本
仏
は
久
遠
実
成
の
釈
迦
牟
尼
仏
で
あ
り
、
上
行
菩
薩
は
如

来
使
で
あ
る
こ
と
。
ま
し
て
、
宗
祖
が
世
俗
的
な
日
本
国
の
主
に
成
ろ
う
と
い
う
の
で
は
な

く
、
宗
教
で
は
最
高
位
、
仏
教
で
は
最
上
位
た
る
法
華
経
中
の
、
三
大
事
の
、
主
た
る
担
い

手
に
成
ろ
う
、
と
誓
わ
れ
た
も
の
と
想
定
し
た
い
。 

従
い
、
こ
の
三
大
誓
願
は
本
抄
執
筆
と
期
を
同
じ
く
し
て
、
宗
祖
の
胸
中
に
胎
動
を
始
め

た
三
大
秘
法
の
構
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
推
定
す
る
。
即
ち
、
柱
は
本
尊
、
眼

目
は
戒
壇
、
大
船
は
題
目
へ
と
適
当
さ
せ
る
な
ら
ば
、
宗
祖
が
後
に
建
立
宣
言
す
る
三
大
秘

法
の
、
そ
の
源
流
、
も
し
く
は
原
思
想
に
な
り
得
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
三
大
誓
願
の
真
の
意

味
・
価
値
が
改
め
て
評
価
し
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

か
く
し
て
、
三
大
誓
願
は
私
た
ち
に
本
門
戒
壇
の
建
立
を
要
請
し
て
い
る
。
宗
祖
の
誓
い

は
、
必
然
的
に
、
私
た
ち
の
誓
い
を
要
請
し
て
い
る
。 

宗
祖
が
「
先
頭
の
担
い
手
に
な
ろ

う
」
と
言
わ
れ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
「
手
伝
い
ま
す
」「
手
伝
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な

ど
と
誓
願
と
義
務(

本
門
戒)

を
発
露
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
中
心
、
基
点
と
な
る
も

の
は
本
門
の
戒
壇
で
あ
り
、
そ
の
本
門
戒
壇
に
は
三
大
誓
願
の
宗
祖
日
蓮
大
聖
人 (

上
行
菩

薩)
の
影
現
を
仰
ぐ
も
の
で
あ
る
。 

 

《
む
す
び
》 

宗
祖
の
考
え
る
本
門
戒
は
何
か
、
何
か
お
書
き
に
な
っ
て
い
な
い
か
と
『
開
目
抄
』
を
拝

読
し
て
来
て
拙
い
な
が
ら
、
判
明
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
得
て
し
て
誰
も
が
そ
う
で
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あ
る
よ
う
に
、
自
分
が
理
解
し
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
、
出
し
た
結
論
な
ど
に
つ
い
て
は
言

葉
や
文
字
な
ど
で
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
自
分
の
人
品
や
人
格
な
ど
に
つ
い
て
語
る
こ

と
に
は
誰
も
が
躊
躇
し
が
ち
で
あ
る
。 

『
開
目
抄
』
に
お
け
る
宗
祖
も
ま
た
然
り
で
、
多
く
の
仏
典
に
通
じ
た
、
折
伏
を
為
し

た
、
三
大
誓
願
を
披
瀝
し
た
な
ど
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
虚
心
坦
懐
、
率
直
に
述
べ
て

お
ら
れ
な
が
ら
、
ご
自
分
の
人
品
や
人
格
に
関
す
る
こ
と
は
殆
ど
語
っ
て
い
な
い
。
そ
こ

で
、
宗
祖
は
戒
や
戒
壇
に
つ
い
て
何
も
述
べ
な
か
っ
た
、
と
い
う
通
説
が
一
般
的
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。 

私
達
は
宗
祖
に
関
し
て
、
極
め
て
勇
気
が
あ
る
、
雄
々
し
い
、
忍
耐
強
い
、
緻
密
で
、
率

直
で
、
気
が
つ
く
、
鋭
い
、
優
し
い
、
誠
実
で
、
達
文
達
筆
で
、
細
や
か
な
、
な
ど
と
敬
虔

な
気
持
ち
を
込
め
て
そ
の
品
性
や
人
格
を
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
、
何
故
そ
の
よ
う
な
人

格
を
磨
き
上
げ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
概
ね
上
行
菩
薩
へ
の
自
覚
と
い
う

「
人
開
顕
」
の
視
点
か
ら
見
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。 

し
か
し
、
宗
祖
は
佐
渡
在
島
中
お
よ
び
身
延
入
山
直
後
に
も
、
本
門
の
戒
壇
を
建
立
し
た

と
明
言
し
て
い
る
。
そ
れ
は
本
門
戒
の
一
定
の
、
或
い
は
膨
大
な
内
容
の
確
立
を
意
味
し
て

い
る
は
ず
で
あ
り
、
同
時
に
宗
祖
の
人
格
が
完
成
に
近
づ
い
た
こ
と
も
併
せ
意
味
し
て
い

る
。 こ

の
拙
い
小
論
が
あ
げ
た
本
門
戒
壇
の
戒
定
慧
は
適
切
に
表
現
し
た
と
は
言
い
難
い
が
、

宗
祖
の
人
格
を
考
察
し
て
導
き
出
し
た
も
の
と
自
認
す
る
も
の
で
す
。
大
方
の
ご
批
判
を
ぜ

ひ
賜
り
た
く
切
望
い
た
し
ま
す
。 

(

了) 

         

伊
藤
瑞
叡
日
慈
猊
下
に
感
謝
し
て 

現
貫
首 

早
川
日
章 

 

本
圀
寺
生
御
影
堂
の
前
に
立
つ
と
、
私
は
立
ち
去
り
難
い
感
情
に
い
つ
も
捉
わ
れ
る
。
こ
の

小
庵
の
と
び
ら
か
ら
漏
れ
来
る
、
尊
き
あ
ま
た
の
み
声
に
耳
を
澄
ま
す
の
だ
。 

・
・
・ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

意
志
強
き
そ
の
お
方
と
片
腕
撃
た
れ
し
愛
弟
子
と
の
会
話
は 

い
ま
も
、
さ
ら
さ
ら
と
な
が
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か 

生
命
惜
し
ま
ぬ
そ
の
お
方
と
み
さ
お
逞
し
き
も
の
の
ふ
と
の
語
ら
い
は 

い
ま
も
、
遼
々
と
響
き
渡
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か 

教
え
深
き
そ
の
お
方
と
法
論
挑
み
し
真
言
者
と
の
対
話
は 

い
ま
も
ご
う
ご
う
と
と
ど
ろ
き
渡
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か 

蘇
生
祈
る
そ
の
お
方
と
う
ち
伏
す
病
者
と
の
い
の
り
の
共
鳴
は 

い
ま
も
、
ぱ
ち
ぱ
ち
と
囲
炉
裏
の
音
を
立
て
て
い
る
で
し
ょ
う
か 

志
し
高
き
そ
の
お
方
と
宗
派
改
め
し
ご
坊
ら
と
の
言
の
葉
は 

い
ま
も
、
藹
々
と
温
か
く
湧
き
出
で
て
い
る
で
し
ょ
う
か 

導
き
熱
き
そ
の
お
方
の
幼
き
弟
子
に
の
り
説
く
御
声
は 

い
ま
も
、
萌
え
い
出
る
鼓
動
と
な
っ
て
伝
わ
っ
て
来
る
で
し
ょ
う
か 

秘
法
湧
く
そ
の
お
方
と
浴
す
る
み
弟
子
の
唱
題
は 

い
ま
も
、
あ
し
た
も
凛
々
と
ひ
び
き
続
け
る
で
し
ょ
う
か 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・ 

・
・
・ 

生
御
影
堂
は
百
四
世
沙
羅
院
瑞
叡
日
慈
猊
下
が
教
鞭
を
執
ら
れ
た
大
学
の
退
職
金
を
建
築
費

に
充
て
ら
れ
て
、
平
成
二
十
七
年
に
完
成
さ
れ
ま
し
た
。 

生
御
影
堂
と
は
、
鎌
倉
松
葉
ヶ
谷

草
庵
の
大
聖
人
の
小
客
殿
兼
居
室
で
あ
る
。 

大
黒
院
日
朗
菩
薩
造
立
大
聖
人
み
ず
か
ら
が
開

眼
さ
れ
た
大
聖
人
ご
尊
像
が
正
義
本
尊
と
し
て
奉
安
さ
れ
て
い
る
。 

 

※
本
稿
は
「
本
圀
寺
報
」
第
九
号
（
令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
）
一―

九
頁
よ
り
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る
。 


