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守
護
国
家
論

し
ゆ

ご

こ
つ

か

ろ
ん

そ
れ
お
も
ん
み
れ
ば
、
偶
十
方
微
塵
三
悪
の
身
を
脱
れ
て
、
希
に
閻
浮
日
本
爪
上
の
生
を
受
く
。
ま

た
ま
た
ま
じ
つ
ぽ
う

み

じ
ん
さ
ん
あ
く

ま
ぬ
か

ま
れ

え

ん

ぶ

そ
う
じ
よ
う

し
よ
う

た
閻
浮
日
域
爪
上
の
生
を
捨
て
、
十
方
微
塵
三
悪
の
身
を
受
け
ん
こ
と
疑
い
な
き
も
の
な
り
。

え

ん

ぶ

に
ち
い
き
そ
う
じ
よ
う

よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
た
び
思
い
が
け
ず
に
十
方
世
界
の
塵
ほ
ど
に
受
け
る
こ
と
の
多
い
三
悪
道
に
堕
ち

る
身
を
免
れ
て
、
爪
の
上
の
土
ほ
ど
に
受
け
る
こ
と
の
少
な
い
こ
の
娑
婆
世
界
の
日
本
国
に
生
ま
れ
る
こ
と
が

で
き
た
。
し
か
し
ま
た
、
せ
っ
か
く
日
本
に
生
ま
れ
た
爪
上
の
生
を
捨
て
て
後
の
世
に
お
い
て
は
再
び
十
方
世

界
の
塵
の
数
ほ
ど
多
い
三
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
は

疑
い
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
生
を
捨
て
悪
趣
に
堕
す
る
縁
、
一
に
あ
ら
ず
。
或
は
妻
子
眷
属
の
哀
憐
に
依
り
、
或
は
殺
生

あ
く
し
ゅ

だ

あ
る
い

け
ん
ぞ
く

あ
い
れ
ん

せ
っ
し
ょ
う

悪
逆
の
重
業
に
依
り
、
或
は
国
主
と
成
り
て
民
衆
の
歎
き
を
知
ら
ざ
る
に
依
り
、
或
は
法
の
邪
正
を
知

あ
く
ぎ
ゃ
く

じ
ゅ
う
ぎ
ょ
う

な

じ
や
し
よ
う

ら
ざ
る
に
依
り
、
或
は
悪
師
を
信
ず
る
に
依
る
。

と
こ
ろ
で
死
後
に
地
獄
な
ど
の
悪
道
に
堕
ち
る
原
因
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
あ
る
い
は
妻
子
や
親
族
を
可
愛
が
る

あ
ま
り
に
犯
し
た
悪
行
に
よ
り
、
あ
る
い
は
殺
生
や
五
逆
・
十
悪
な
ど
の
重
い
罪
に
よ
り
、
あ
る
い
は
国
主
と

な
り
な
が
ら
民
衆
の
歎
き
を
顧
み
な
か
っ
た
罪
に
よ
り
、
あ
る
い
は
仏
法
の
正
邪
を
知
ら
ず
に
邪
法
を
信
じ
た

罪
に
よ
り
、
あ
る
い
は
悪
師
を
信
じ
た
罪
に
よ
る
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
中
に
お
い
て
も
、
世
間
の
善
悪
は
眼
前
に
あ
れ
ば
、
愚
人
も
こ
れ
を
弁
う
べ
し
。
仏
法
の
邪
正
・

が
ん
ぜ
ん

ぐ

に

ん

わ
き
ま

じ
や
し
よ
う
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師
の
善
悪
に
お
い
て
は
、
証
果
の
聖
人
す
ら
な
お
こ
れ
を
知
ら
ず
。
い
わ
ん
や
末
代
の
凡
夫
に
お
い
て

し
よ
う
か

し
よ
う
に
ん

ま
つ
だ
い

ぼ

ん

ぶ

を
や
。

こ
の
中
で
も
世
間
の
道
徳
的
善
悪
は
眼
の
前
の
よ
く
あ
る
こ
と
だ
か
ら
、
判
断
力
の
乏
し
い
愚
か
な
人
に
も
わ

か
り
や
す
い
が
、
仏
法
の
正
邪
、
師
の
善
悪
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
悟
り
を
得
た
聖
人
で
も
迷
う
こ
と
も
あ
る
。

ま
し
て
末
代
の
わ
れ
わ
れ
凡
夫
な
ど
に
は
と
う
て
い
わ
か
る
は
ず
が
な
い
。

し
か
の
み
な
ら
ず
仏
日
西
山
に
隠
れ
、
余
光
東
域
を
照
し
て
よ
り
こ
の
か
た
、
四
依
の
慧
燈
は
日
に
減
じ
、

ぶ
つ
に
ち
せ
い
ざ
ん

よ

こ

う

と
う
い
き

し

え

え

と

う

ひ

げ
ん

三
蔵
の
法
流
は
月
に
濁
る
。
実
経
に
迷
え
る
論
師
は
真
理
の
月
に
雲
を
副
え
、
権
経
に
執
す
る
訳
者
は

さ
ん
ぞ
う

ほ
う
り
ゆ
う

つ
き

に
ご

じ
つ
き
よ
う

ろ

ん

じ

そ

ご
ん
き
よ
う

し
ゆ
う

や
く
し
や

実
経
の
珠
を
砕
き
て
権
経
の
石
と
成
す
。

た
ま

く
だ

そ
の
上
、
仏
陀
釈
尊
が
西
方
の
イ
ン
ド
に
入
滅
さ
れ
、
そ
の
教
え
が
東
方
の
諸
国
に
広
ま
っ
て
よ
り
以
来
、
四

依
の
論
師
が
イ
ン
ド
で
掲
げ
た
智
恵
の
光
は
日
の
様
に
輝
き
を
減
じ
、
中
国
に
経
典
を
伝
え
た
三
蔵
法
師
の
仏

法
の
流
れ
は
月
の
様
に
濁
り
衰
え
て
き
た
。
真
実
の
経
を
誤
っ
て
理
解
す
る
論
師
は
真
理
の
月
を
迷
い
の
雲
で

覆
い
、
方
便
の
経
に
執
着
す
る
訳
者
は
宝
珠
の
よ
う
な
真
実
経
を
漢
訳
す
る
時
に
誤
っ
て
方
便
経
の
石
の
よ
う

に
変
え
て
し
ま
っ
た
。

い
か
に
い
わ
ん
や
震
旦
の
人
師
の
宗
義
そ
の
悞

り
な
け
ん
や
。
い
か
に
い
わ
ん
や
日
本
辺
土
の
末
学
、

し
ん
た
ん

に

ん

し

あ
や
ま

へ

ん

ど

誤
り
は
多
く
実
は
少
き
も
の
か
。
随
つ
て
そ
の
教
を
学
す
る
人
数
は
竜
鱗
よ
り
多
け
れ
ど
も
、
得
道
の

す
く
な

り
ゆ
う
り
ん

と
く
ど
う
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者
は
麟
角
よ
り
も
希
な
り
。

り
ん
か
く

ま
れ

ま
し
て
誤
っ
た
経
論
に
よ
っ
て
仏
教
を
解
釈
し
た
中
国
の
人
師
が
立
て
た
宗
旨
に
誤
り
が
な
い
は
ず
は
な
い
の

で
あ
る
。
ま
し
て
日
本
の
よ
う
な
辺
鄙
な
島
国
の
末
端
の
学
者
は
、
誤
り
が
多
く
真
実
が
少
な
い
も
の
だ
。
し

へ
ん
ぴ

た
が
っ
て
、
そ
の
教
え
を
学
ぶ
者
は
竜
の
鱗
の
数
よ
り
多
い
が
、
得
道
の
者
は
麒
麟
の
角
よ
り
も
少
な
い
。

う
ろ
こ

き

り
ん

つ
の

或
は
権
教
に
依
る
が
故
に
、
或
は
時
機
不
相
応
の
教
に
依
る
が
故
に
、
或
は
凡
聖
の
教
を
弁
え
ざ
る
が

あ
る
い

ご
ん
き
よ
う

じ

き

ふ

そ
う
お
う

き
ょ
う

ぼ
ん
し
よ
う

わ
き
ま

故
に
、
或
は
権
実
二
教
を
弁
え
ざ
る
が
故
に
、
或
は
権
教
を
実
教
と
謂
う
に
依
る
が
故
に
、
或
は
位
の

ご
ん
じ
つ

わ
き
ま

お
も

く
ら
い

高
下
を
知
ら
ざ
る
が
故
な
り
。
凡
夫
の
習
い
、
仏
法
に
つ
い
て
生
死
の
業
を
増
す
こ
と
、
そ
の
縁
一
に

こ

う

げ

し
よ
う

じ

ご
う

え
ん

あ
ら
ず
。

そ
れ
は
方
便
教
に
依
る
が
故
に
、
ま
た
は
末
法
の
時
代
や
衆
生
の
機
根
に
合
わ
な
い
教
え
に
依
る
が
故
に
、
ま

た
は
凡
夫
の
教
え
か
大
聖
釈
尊
の
教
え
と
を
弁
え
な
い
で
経
よ
り
論
を
重
ん
じ
る
故
か
、
ま
た
は
方
便
・
真
実

の
二
教
を
弁
え
な
い
か
ら
か
、
ま
た
は
方
便
教
に
執
着
し
て
真
実
教
と
思
う
か
ら
か
、
ま
た
は
修
行
の
位
の
高

下
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
凡
夫
の
習
い
で
あ
る
が
、
生
死
を
出
離
す
べ
き
仏
法
を
学
び
な
が
ら
、
か
え
っ

て
六
道
輪
廻
の
原
因
と
な
る
罪
業
を
増
す
こ
と
に
な
り
、
そ
の
因
縁
は
一
つ
で
は
な
い
。

中
昔
、
邪
智
の
上
人
あ
り
て
、
末
代
の
愚
人
の
た
め
に
一
切
の
宗
義
を
破
し
て
、
選
択
集
一
巻
を
造
る
。

ち
ゆ
う
せ
き

じ

や

ち

し
よ
う
に
ん

ま
つ
だ
い

ぐ

に

ん

い
つ
さ
い

し
ゆ
う
ぎ

せ
ん
ち
や
く
し
ゆ
う

名
を
鸞
・
綽
・
導
の
三
師
に
仮
り
て
、
一
代
を
二
門
に
分
ち
、
実
経
を
録
し
て
権
経
に
入
れ
、
法
華
・

ら
ん

し
や
く

ど
う

か

わ
か
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真
言
の
直
道
を
閉
じ
て
、
浄
土
三
部
の
隘
路
を
開
く
。

じ
き
ど
う

と

じ
よ
う
ど

さ

ん

ぶ

あ

い

ろ

五
十
年
ほ
ど
昔
、
邪
な
智
恵
に
た
け
た
上
人
が
あ
っ
て
、
末
代
の
愚
人
の
た
め
に
と
い
っ
て
、
一
切
の
他
宗

よ
こ
し

の
宗
義
を
破
っ
て
選
択
本
願
念
仏
集
と
い
う
一
巻
の
書
物
を
作
っ
た
。
こ
の
書
は
中
国
浄
土
教
の
先
師
で

せ
ん
ち
や
く
ほ
ん
が
ん
ね
ん
ぶ
つ
し
ゆ
う

あ
る
曇
鸞
・
道

綽
・
善
導
の
名
前
を
借
り
て
、
釈
尊
一
代
の
聖
教
を
聖
道
・
浄
土
の
二
門
に
分
け
、
真
実
経

ど
ん
ら
ん

ど
う
し
や
く

ぜ
ん
ど
う

を
方
便
経
の
中
に
入
れ
、
法
華
や
真
言
の
正
し
い
成
仏
へ
の
道
を
閉
ざ
し
て
、
浄
土
三
部
経
の
狭
く
険
し
い
道

を
開
い
た
。

ま
た
浄
土
三
部
の
義
に
も
順
ぜ
ず
し
て
、
権
実
の
謗
法
を
成
し
、
永
く
四
聖
の
種
を
断
じ
て
、
阿
鼻
の
底

ぎ

ご
ん
じ
つ

ほ
う
ぼ
う

な

し
し
よ
う

し
ゆ

あ

び

に
沈
む
べ
き
僻
見
な
り
。
し
か
る
に
世
人
の
こ
れ
に
順
う
こ
と
、
譬
え
ば
大
風
の
小
樹
の
枝
を
吹
く
が

び
や
つ
け
ん

せ

じ

ん

し
た
が

た
い
ふ
う

し
よ
う
じ
ゆ

ご
と
く
、
門
弟
の
こ
の
人
を
重
ん
ず
る
こ
と
、
天
衆
の
帝
釈
を
敬
う
に
似
た
り
。

も
ん
て
い

て
ん
し
ゆ

た
い
し
や
く

し
か
も
浄
土
三
部
経
の
本
意
に
も
背
い
て
、
方
便
経
を
も
真
実
経
を
も
共
に
謗
る
大
き
な
罪
を
作
り
、
こ
れ
は

そ
し

四
聖
の
悟
り
を
開
く
種
を
断
ち
切
っ
て
、
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
べ
き
誤
っ
た
見
解
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
世
間
の

人
び
と
は
、
大
風
が
小
樹
の
枝
を
吹
き
な
び
か
す
よ
う
に
こ
の
教
え
に
随
い
、
門
弟
た
ち
は
こ
の
人
を
重
ん
じ

る
事
は
あ
た
か
も
天
人
達
が
帝
釈
天
を
敬
う
よ
う
で
あ
っ
た
。

こ
の
悪
義
を
破
ら
ん
が
た
め
に
、
ま
た
多
く
の
書
あ
り
。
い
わ
ゆ
る
浄
土
決
義
鈔
・
弾
選
択
・
摧
邪
輪
等

じ
よ
う
ど
け
つ
ぎ
し
よ
う

だ
ん
せ
ん
ち
や
く

ざ
い
じ
や
り
ん
と
う

な
り
。
こ
の
書
を
造
る
人
、
皆
碩
徳
の
名
一
天
に
弥
る
と
い
え
ど
も
、
恐
ら
く
は
い
ま
だ
選
択
集
謗
法

せ
き
と
く

は
び
こ
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浄土決義鈔　　浄土決疑鈔とも記し、園城寺公胤（一一四五―一二一六）の撰で、三巻よりなるが現存しない。法然の生存中に選択集の一向専修思想を批判した書で、法華経に「即往安楽」の文があり、観無量寿経に読誦大乗の往生業を説いているのに、法然がこれに反して念仏だけを説くのは誤りであると非難した。しかし、公胤は後に法然の教えを受けて自分の誤りを知って本書を焼き捨てたと伝える。

線
弾選択　　定照（じようしよう）の作で一巻。法然の選択集を破折した書であるが、その内容は本書が早くに散逸したため明らかでない。本書に対し浄土宗の隆寛が顕選択を作って反論したが、そのため叡山大衆の怒りを買い、嘉禄三年（一二二七）奥州へ流罪となる因となった。

線
摧邪輪　　明恵房高弁（一一七三―一二三二）の著作で三巻よりなる。法然が選択集において菩提心を否定し、聖道門を群賊に譬えたことを二種の大過と指摘し、さらに十三種の過失をあげて破折したもの。高弁は本書に続いて摧邪輪荘厳記（しようごんき）（一巻）を作り、さらに三つの非難を加えた。その批判も念仏の存在を認め、諸行往生の立場からであったから、日蓮聖人は念仏の根本的批判となっていないと評した。
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の
根
源
を
顕
わ
さ
ず
。

こ
の
邪
悪
な
教
義
を
破
斥
す
る
た
め
に
多
く
の
書
物
が
作
ら
れ
た
。
三
井
園
城
寺
の
公
胤
の
浄
土
決
疑
鈔
・

み

い

お
ん
じ
よ
う
じ

こ
う
い
ん

定

照
の
弾
選
択
・
明
恵
上
人
高
弁
の
摧
邪
輪
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
物
の
著
者
は
み
な
高
徳
の
僧
と
し

じ
よ
う
し
よ
う

み
よ
う
え

て
名
声
が
天
下
に
聞
こ
え
て
い
た
が
、
ま
だ
必
ず
し
も
選
択
集
の
謗
法
の
根
源
を
追
究
し
て
明
ら
か
に
し
た
と

は
い
え
な
い
。

故
に
還
つ
て
悪
法
の
流
布
を
増
す
。
譬
え
ば
、
盛
な
る
旱
魃
の
時
に
小
雨
を
降
ら
せ
ば
草
木
弥
枯
れ
、

る

ふ

か
ん
ば
つ

し
よ
う
う

い
よ
い
よ

兵
者
を
打
つ
刻
に
弱
き
兵
を
先
に
す
れ
ば
強
敵
倍
力
を
得
る
が
ご
と
し
。

つ
わ
も
の

き
ざ
み

ご
う
て
き
ま
す
ま
す

う

そ
れ
が
た
め
に
か
え
っ
て
選
択
集
の
流
布
を
助
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
た
と
え
て
み
れ
ば
、
旱
魃
の
さ
か
ん
な

時
に
降
る
少
し
の
雨
は
、
か
え
っ
て
草
木
の
枯
れ
る
の
を
早
め
、
戦
争
の
時
に
弱
い
兵
士
を
先
頭
に
出
せ
ば
、

強
敵
は
い
よ
い
よ
力
を
増
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

予
こ
の
事
を
歎
く
間
、
一
巻
の
書
を
造
り
て
選
択
集
の
謗
法
の
縁
起
を
顕
わ
し
、
名
づ
け
て
守
護
国
家

せ
ん
ち
や
く
し
ゆ
う

ほ
う
ぼ
う

え

ん

ぎ

論
と
号
す
。

私
は
こ
の
こ
と
を
歎
か
わ
し
く
思
っ
て
、
選
択
集
が
な
ぜ
謗
法
で
あ
る
か
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
一
巻

の
書
物
を
作
り
、
守
護
国
家
論
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。

願
わ
く
は
一
切
の
道
俗
、
一
時
の
世
事
を
止
め
て
永
劫
の
善
苗
を
種
え
よ
。

ど
う
ぞ
く

い

ち

じ

せ

じ

と
ど

よ
う
ご
う

ぜ
ん
み
よ
う

う
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ど
う
か
願
わ
く
は
、
一
切
の
出
家
・
在
家
の
人
び
と
よ
！

一
時
の
世
の
営
み
を
や
め
て
、
未
来
永
劫
の
た
め

に
な
る
善
根
の
苗
を
植
え
る
が
よ
い
。

今
経
論
を
も
つ
て
邪
正
を
直
す
。
信
謗
は
仏
説
に
任
せ
、
あ
え
て
自
義
を
存
す
る
こ
と
な
し
。

き
よ
う
ろ
ん

じ
や
し
よ
う

た
だ

し
ん
ぼ
う

今
は
私
見
を
述
べ
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
経
典
や
論
書
に
よ
っ
て
仏
法
の
正
邪
を
明
ら
か
に
す
る
。
信
じ
る

か
謗
る
か
す
べ
て
は
仏
説
に
任
せ
て
、
決
し
て
私
見
を
加
え
る
こ
と
は
し
な
い
。

分
ち
て
七
門
と
な
す
。

わ
か一

に
は
如
来
の
経

教
に
お
い
て
権
実
二
教
を
定
む
る
こ
と
を
明
か
し
、

き
よ
う
ぎ
よ
う

あ

本
書
を
分
け
て
七
門
と
す
る
。

一
に
は
如
来
の
経
教
に
は
方
便
教
と
真
実
教
と
の
区
別
が
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、

二
に
は
正
像
末
の
興
廃
を
明
か
し
、

し
よ
う
ぞ
う
ま
つ

こ
う
は
い

二
に
は
仏
の
滅
後
に
お
け
る
仏
法
の
流
伝
に
、
正
法
・
像
法
・
末
法
の
三
時
に
興
廃
の
次
第
順
序
が
あ
る
こ
と

を
明
か
し
、

三
に
は
選
択
集
の
謗
法
の
縁
起
を
明
か
し
、

せ
ん
ち
や
く
し
ゆ
う

え

ん

ぎ

三
に
は
選
択
集
の
謗
法
の
理
由
を
明
か
し
、

線
正像末　　正法と像法と末法の略。仏の滅後において教えの行なわれる時期を正・像・末の三時に分ける。（１）正法時。教と行と証との三つが具現されている時期。（２）像法時。像は「似」の意で、証りを得る者はないが、教と行とは存して正法時と相似した仏法が行なわれる時期。（３）末法時。教だけあって行も証も欠けた時期で、仏教衰滅の時期。三時の年限について異説があり、正・像二時については、（イ）正法五百年、像法千年、（ロ）正法一千年、像法五百年、（ハ）正・像各五百年、（ニ）正・像各千年の四説があり、末法については正像の後の一万年とすることは一致している。日蓮聖人は正・像各千年説を採用し、仏滅後二千年を経て末法に入るとした。
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四
に
は
謗
法
の
者
を
対
治
す
べ
き
証
文
を
出
す
こ
と
を
明
か
し
、

た

い

じ

い
だ

四
に
は
謗
法
の
者
を
対
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
文
の
明
証
を
出
し
、

五
に
は
善
知
識
並
に
真
実
の
法
に
は
値
い
難
き
こ
と
を
明
か
し
、

ぜ
ん
ち
し
き
な
ら
び

あ

が
た

五
に
は
善
き
師
と
真
実
の
仏
法
と
に
は
値
い
が
た
い
こ
と
を
明
か
し
、

六
に
は
法
華
・
涅
槃
に
依
る
行
者
の
用
心
を
明
か
し
、

ね

は

ん

ぎ
よ
う
じ
や

よ
う
じ
ん

六
に
は
法
華
経
・
涅
槃
経
を
信
仰
す
る
行
者
の
用
心
す
べ
き
心
得
を
明
か
し
、

七
に
は
問
に
随
つ
て
答
を
明
か
す
。

と
い

こ
た
え

七
に
は
問
を
設
定
し
て
そ
の
答
で
説
明
し
よ
う
。

大
文
の
第
一
に
、
如
来
の
経
教
に
お
い
て
権
実
二
教
を
定
む
る
こ
と
を
明
か
さ
ば
、
こ
れ
に
お
い
て
四
あ
り
。

だ
い
も
ん大

文
の
第
一
に
如
来
の
経
教
に
は
方
便
教
と
真
実
教
と
の
区
別
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
に
つ
い
て
、
さ

ら
に
四
つ
に
分
け
る
。

一
に
は
大
部
の
経
の
次
第
を
出
し
て
流
類
を
摂
す
る
こ
と
を
明
か
し
、

だ

い

ぶ

い
だ

る

る

い

せ
つ

一
に
は
仏
の
一
代
聖
教
の
中
の
代
表
的
経
典
の
説
法
の
次
第
順
序
を
定
め
て
、
そ
の
中
に
他
の
一
切
の
経
典

を
包
含
す
る
こ
と
を
明
か
し
、

線
善知識　　善き友、真の友人。仏教の正しい道理を説き、利益を与え悟りの道へ導いてくれる人をいう。悪知識に対する語。法華経妙荘厳王本事品では、善知識は衆生に菩提心を起こさせると説く。善知識を重視した日蓮聖人は、末法には真の善知識がいないので法華経を善知識とするという。また聖人は、聖人に迫害を加えた北条時宗を善知識と呼んだ。これは法華経提婆達多品でお釈迦さまが提婆達多を善知識と仰いだ如く、聖人に法華経色読の縁を結ばせたことからの表現である。
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二
に
は
諸
経
の
浅
深
を
明
か
し
、

せ
ん
じ
ん

二
に
は
諸
経
の
教
理
の
浅
い
か
深
い
か
を
明
か
し
、

三
に
は
大
小
乗
を
定
む
る
こ
と
を
明
か
し
、

だ
い
し
よ
う
じ
よ
う

三
に
は
大
乗
と
小
乗
と
を
判
定
し
、

四
に
は
し
ば
ら
く
権
を
捨
て
実
に
就
く
べ
き
こ
と
を
明
か
す
。

ご
ん

じ
つ

つ

四
に
は
方
便
教
を
捨
て
て
真
実
教
を
信
仰
す
べ
き
こ
と
を
明
か
す
。

第
一
に
、
大
部
の
経
の
次
第
を
出
し
て
流
類
を
摂
す
る
こ
と
を
明
か
さ
ば
、

だ

い

ぶ

い
だ

る

る

い

せ
つ

第
一
に
仏
の
一
代
聖
教
の
中
の
代
表
的
経
典
の
説
法
の
次
第
順
序
を
定
め
て
、
そ
の
中
に
他
の
一
切
の
経
典
を

包
含
す
る
こ
と
を
説
明
し
よ
う
。

問
う
て
云
く
、
仏
、
最
初
に
何
な
る
経
を
説
き
た
も
う
や
。

い
か

問
う
て
い
う
、
仏
は
最
初
に
ど
う
い
う
経
典
を
説
か
れ
た
の
か
。

答
え
て
云
く
。
華
厳
経
な
り
。

答
え
て
い
う
、
華
厳
経
で
あ
る
。

線
華厳経　　釈尊が菩提樹の下に坐して悟りを得られた時の心境を説いたもの。全世界はビルシャナ（太陽を仏に表現したもの、大いなる太陽の意）仏が姿を現わしたものであるとし、一微塵の中に全世界を含み、一瞬の中に永遠を含むという、一即一切・一切即一の法界（ほつかい）観を説く。日蓮聖人は、天台の五時八教判にもとづき、二乗作仏・久遠実成を説かない華厳経は、法華経より劣るものと批判している。
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問
う
て
云
く
、
そ
の
証
如
何
。

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
そ
の
証
拠
は
何
か
。

答
え
て
云
く
、
六
十
華
厳
経
の
離
世
間
浄
眼
品
に
云
く
、「
か
く
の
ご
と
く
我
れ
聞
く
、
一
時
、
仏
、

り

せ

け
ん
じ
よ
う
げ
ん
ほ
ん

い

ち

じ

ほ
と
け

摩
竭
提
国
寂
滅
道
場
に
あ
つ
て
始
め
て
正
覚
を
成
ず
」
と
。

ま

か

だ

こ
く
じ
や
く
め
つ
ど
う
じ
よ
う

し
よ
う
が
く

じ
よ
う

答
え
て
い
う
、
旧
訳
の
六
十
巻
本
の
華
厳
経
の
世
間
浄
眼
品
に
、「
私
は
こ
の
よ
う
に
仏
が
説
か
れ
る
の
を
聞

く
や
く

い
た
。
あ
る
時
、
仏
は
摩
竭
提
国
の
寂
滅
道
場
で
始
め
て
覚
り
を
開
か
れ
た
」
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
経
の
説
処

は
仏
陀
釈
尊
が
成
道
さ
れ
た
菩
提
樹
下
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

法
華
経
の
序
品
に
放
光
瑞
の
時
、
弥
勒
菩
薩
十
方
世
界
の
諸
仏
の
五
時
の
次
第
を
見
る
時
、
文
殊
師
利
菩

じ
よ
ほ
ん

ほ
う
こ
う
ず
い

み

ろ

く

ぼ

さ

つ

じ
つ
ぽ
う

せ

か

い

し
よ
ぶ
つ

も
ん
じ
ゆ

し

り

薩
に
問
う
て
云
く
、「
ま
た
諸
仏
聖
主
師
子
、
経
典
の
微
妙
第
一
な
る
を
演
説
し
た
も
う
。
そ
の
声
清

浄

し
よ
ぶ
つ
し
よ
う
し
ゆ

み
み
よ
う

え
ん
ぜ
つ

し
よ
う
じ
よ
う

に
柔
軟
の
音
を
出
し
て
、
諸
の
菩
薩
を
教
え
た
も
う
こ
と
、
無
数
億
万
な
る
を
覩
る
」
と
。

に
ゆ
う
な
ん

み
こ
え

い
だ

も
ろ
も
ろ

む

し

ゆ

お
く
ま
ん

み

ま
た
法
華
経
の
序
品
に
、
仏
が
眉
間
の
白
毫
か
ら
光
を
放
た
れ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
世
界
を
照
ら
す
瑞
相
を
示

み

け
ん

び
や
く
ご
う

さ
れ
た
時
、
弥
勒
菩
薩
が
十
方
の
世
界
の
諸
仏
が
説
か
れ
る
五
時
の
説
法
の
次
第
を
見
て
、
文
殊
師
利
菩
薩
に

問
う
た
言
葉
の
中
に
「
諸
仏
の
聖
主
・
師
子
王
が
、
微
妙
第
一
の
経
典
を
演
説
さ
れ
、
清
ら
か
で
柔
ら
か
な
音

声
を
も
っ
て
無
数
の
菩
薩
た
ち
を
教
え
ら
れ
る
の
を
見
た
」
と
あ
る
の
は
、
最
初
の
説
法
が
菩
薩
の
た
め
に
説

か
れ
た
華
厳
経
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

線
摩竭陀（提）国　　古代インドの十六大国の一。現在のビハール州に当たる。釈尊在世中の説法教化の中心地。釈尊はこの国のネーランジヤラー河のほとりにある菩提樹の下で悟りを開いた。法華経を説いた霊鷲山はこの国の首都王舎城の東北にある。

線
寂滅道場　　（一）釈尊が悟りを開かれた場所。マガダ国のネーランジャラー河のほとりにある。（二）華厳経を説かれた場所。マガダ国の伽耶城の南の菩提樹の下とされている。

線
放光瑞　　法華経序品に説かれる。釈尊が法華経を説かれる前に示した六の瑞相の一つ。眉間から光明を放って東方万八千の世界を照らしたこと。

線
序品法華経第一章。霊鷲山に集った人びとの前に、六種の瑞相（ずいそう）が現われ、弥勒菩薩と文殊師利菩薩の対話で、一大事の法華経が説かれることが明かされる。

線
弥勒菩薩　　未来に釈尊の仏位を継ぐとされる菩薩で、一生補処（いつしようふしよ）の菩薩といわれる。釈尊より先に入滅して兜率天（とそつてん）に生まれ、五十六億七千万年の後に再びこの世に下生（げしよう）して成道し、釈尊の説法にもれた衆生を救済するという。法華経では迹化（しやつけ）の菩薩として、仏に説法をするようしむける発起衆（ほつきしゆ）という重要な役割を担っている。

線
文殊師利菩薩　　梵語マンジュシリーの音写で、妙吉祥・妙徳と訳す。釈尊の左の脇士（きようじ）として智・慧・証の徳をつかさどる。智恵の威力を象徴して獅子に乗っている。法華経序品では釈尊の法華説法を予告し、提婆品では竜女の成仏を明かす。日蓮聖人は、大曼荼羅本尊の中に迹門の菩薩の代表として列ねている。

線
一代五時　　釈尊が成道から入滅にいたる生涯に説いた大小乗の教えを、華厳・阿含・方等・般若・法華涅槃の五時に区別したもので、天台宗の所立。（１）華厳時。釈尊成道後三七日の間、菩薩らに華厳経を説く。（２）阿含（鹿苑）時。華厳経の後鹿野苑（ろくやおん）などで十二年間小乗の阿含経を説いた。（３）方等時。阿含の後八年間、維摩経・勝鬘経などの諸大乗経を説いた。（４）般若時。方等の後二十二年間、般若経を説いた。（５）般若の後八年間法華経を説き、入滅に際し一日一夜に涅槃経を説く。
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ま
た
方
便
品
に
仏
自
ら
初
成
道
の
時
を
説
い
て
云
く
、「
我
始
め
道
場
に
坐
し
、
樹
を
観
じ
ま
た
経

行

ほ
う
べ
ん
ほ
ん

み
ず
か

し
よ
じ
よ
う
ど
う

わ
れ

き

か
ん

き
よ
う
ぎ
よ
う

し
て
、
乃
至
、
そ
の
時
に
諸
の
梵
王
及
び
諸
の
天
・
帝
釈
・
護
世
四
天
王
及
び
大
自
在
天
並
に
余
の
諸

な

い

し

も
ろ
も
ろ

ぼ
ん
の
う

た
い
し
や
く

ご

せ

し

て
ん
の
う

だ
い
じ
ざ
い
て
ん
な
ら
び

よ

の
天
衆
・
眷
属
百
千
万
、
恭
敬
し
合
掌
し
礼
し
て
、
我
に
転
法
輪
を
請
ず
」
と
。

て
ん
し
ゆ

け
ん
ぞ
く

く
ぎ
よ
う

が
つ
し
よ
う

ら
い

わ
れ

て
ん
ぼ
う
り
ん

し
よ
う

ま
た
方
便
品
に
釈
尊
が
自
ら
初
め
て
成
道
さ
れ
た
時
の
こ
と
を
説
い
て
「
我
は
始
め
て
覚
り
の
道
場
に
入
っ
て
、

菩
提
樹
を
観
じ
て
行
道
し
た
。（
中
略
）
そ
の
時
、
も
ろ
も
ろ
の
梵
天
王
や
帝
釈
天
・
世
界
を
護
る
四
天
王
・
大

自
在
天
、
そ
の
他
百
千
万
の
も
ろ
も
ろ
の
天
人
や
そ
の
従
者
た
ち
が
、
敬
い
合
掌
し
礼
拝
し
て
、
我
に
説
法
を
請こ

う
た
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
説
は
法
華
経
に
華
厳
経
の
時
を
指
す
文
な
り
。
故
に
華
厳
経
の
第
一
に
云
く
、「
毘
沙
門
天
王

も
ん

ゆ
え

び

し

や

も

ん

て
ん
の
う

〈
略
〉
月
天
子
〈
略
〉
日
天
子
〈
略
〉
釈
提
桓
因
〈
略
〉
大
梵
〈
略
〉
摩
醯
首
羅
〈
略
〉」
等
と
〈
已
上
〉。

が
つ
て
ん
じ

に
つ
て
ん
じ

し
や
く
だ
い
か
ん
い
ん

だ
い
ぼ
ん

ま

け

い

し

ゆ

ら

こ
れ
ら
も
法
華
経
に
華
厳
経
の
説
か
れ
た
時
を
さ
し
示
し
た
経
文
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
華
厳
経
の
第
一
に
も

「
毘
沙
門
天
王
〈
略
〉
月
天
子
〈
略
〉
日
天
子
〈
略
〉
帝
釈
天
〈
略
〉
大
梵
天
王
〈
略
〉
摩
醯
首
羅
天
〈
略
〉」

な
ど
と
華
厳
経
の
会
座
に
集
ま
っ
た
対
向
衆
の
名
を
あ
げ
て
い
る
。

え

ざ

涅
槃
経
に
華
厳
経
の
時
を
説
い
て
云
く
、「
既
に
成
道
し
已
つ
て
梵
天
勧
請
す
ら
く
、
た
だ
願
わ
く
は
如

ね

は

ん

す
で

じ
よ
う
ど
う

お
わ

ぼ
ん
で
ん
か
ん
じ
よ
う

来
ま
さ
に
衆
生
の
た
め
に
広
く
甘
露
の
門
を
開
き
た
も
う
べ
し
。
乃
至
、
梵
王
ま
た
言
く
、
世
尊
、

し
ゆ
じ
よ
う

か

ん

ろ

な

い

し

ぼ
ん
の
う

も
う
さ

せ

そ

ん

線
方便品　　法華経第二章。序品で三昧に入った釈尊が出定（しゆつじよう）して舎利弗に向かって、仏の智恵に方便と真実の二智があり、ただ仏のみ知るだけで二乗には難信難解であるといって、諸法実相・十如是の法を説いた。舎利弗の三度の請願に対し、釈尊は三度制止したが、更なる懇願に釈尊は妙法を説いて、仏の出現は仏知見を開示悟入（かいじごにゆう）せしめるためであると述べて、三乗の方便、一仏乗の真実を明らかにしたのである。

線
四天王　　四大天王ともいう。須弥山（しゆみせん）の中腹にある四王天の主で、帝釈天に仕え、八部衆を支配して、仏法と仏法に帰依する人びととを守護する護法の神。この世を護り仏法を守護することを誓願とするから護世（ごせ）四天王ともよばれる。東方の持国天王、南方の増長天王、西方の広目天王、北方の多聞（たもん）天王（毘沙門（びしやもん）天王）の四王をいう。日蓮聖人は法華経の守護神として四天王を重視し、大曼荼羅の四方に大書して法華経守護の相を示している。

線
大自在天　　摩醯首羅（まけいしゆら）天のこと。自在天ともいう。もとインドのバラモン教におけるシヴァ神の異称。はじめは梵天の下位にあったが、のちに世界創造の最高神となり、その住処は色界の頂上にある色究竟（しきくきよう）天とされる。仏教に組み入れられて仏法の守護神となる。

線
転法輪　　仏の説法のこと。輪は転輪聖王の輪宝（武器の一種）で、それが転がって自在に敵を破砕するように、仏の説法も一切衆生の煩悩を打破するので、法輪という。釈尊が成道して最初に五比丘のために法を説いたことを初転法輪という。

線
毘沙門天王　　四天王の一人。多聞（たもん）天ともいう。須弥山の中腹第四層の天にいて北方を守護する神。夜叉・羅刹をひきいて常に仏の道場を守り、法を聞くところから多聞天と名づける。法華経の説法には聴衆として眷属とともに列座し、陀羅尼品では法華経の行者守護の誓いを説く。日蓮聖人は大曼荼羅に四天王の一人として左上に法華経守護の善神として記している。

線
ねはんぎょう　涅槃経　　大般涅槃経（だいはつねはんぎよう）の略。漢訳に曇無讖（どんむしん）訳の四十巻（北本）と慧観・慧厳（えごん）・謝霊運らが法顕訳の六巻本を校合整理した三十六巻（南本）がある。釈尊の入滅は方便であり、仏は常住不滅であると説き、また「一切衆生悉有仏性（しつうぶつしよう）」を説く。天台智顗（ちぎ）は五時の最高に位置づけ法華経を補完する経とみた。日蓮聖人も智顗の思想をうけつぎ法華経にもれた者を救う経とみた。聖人は同経に説く「法に依れ」という教えや悪比丘を折伏すべしとの誡めを自己の教学・実践の中核においた。
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一
切
衆
生
に
凡
そ
三
種
あ
り
。

い
つ
さ
い
し
ゆ
じ
よ
う

お
よ

ま
た
涅
槃
経
巻
二
十
七
の
師
子
吼
品
に
華
厳
経
の
時
を
説
い
て
「
仏
陀
が
成
道
し
終
わ
っ
た
時
、
大
梵
天
王
が

し

し

く
ほ
ん

説
法
を
お
願
い
し
て
、
願
わ
く
は
如
来
よ
、
広
く
衆
生
の
た
め
に
甘
露
の
法
門
を
説
き
た
ま
え
」
と
い
い
、
ま

た
世
尊
一
切
衆
生
に
三
種
類
あ
り
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
利
根
・
中
根
・
鈍
根
な
り
。
利
根
は
能
く
受
く
。
た
だ
願
わ
く
は
た
め
に
説
き
た
ま
え
。
仏
言

り

こ

ん

ち
ゆ
う
こ
ん

ど
ん
こ
ん

り

こ

ん

よ

の
た
ま
わ

く
、
梵
王
諦
か
に
聴
け
諦
か
に
聴
け
、
我
今
ま
さ
に
一
切
衆
生
の
た
め
に
甘
露
の
門
を
開
く
べ
し
」
と
。

ぼ
ん
の
う
あ
き
ら

き

わ
れ

い
わ
ゆ
る
利
根
と
中
根
と
鈍
根
の
衆
生
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
利
根
の
人
は
よ
く
仏
の
教
え
を
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
願
わ
く
は
こ
の
人
び
と
の
た
め
に
ど
う
か
法
を
お
説
き
い
た
だ
き
た
い
」
と
言
っ
た
の
で
、
仏
は

「
梵
王
よ
、
よ
く
聴
け
よ
く
聴
け
、
わ
れ
は
今
こ
そ
一
切
衆
生
の
た
め
に
甘
露
法
門
を
説
く
」
と
答
え
ら
れ
た
。

ま
た
三
十
三
に
華
厳
経
の
時
を
説
い
て
云
く
、「
十
二
部
経
の
修
多
羅
の
中
の
微
細
の
義
を
、
我
先
に
已

し

ゆ

た

ら

み

さ

い

わ
れ
さ
き

す
で

に
諸
の
菩
薩
の
た
め
に
説
く
が
如
し
」
と
。
か
く
の
ご
と
き
ら
の
文
、
皆
諸
仏
世
に
出
た
ま
い
て
、
一
切
経

も
ん

し
よ
ぶ
つ

よ

い
で

い
つ
さ
い
き
ょ
う

の
初
め
に
は
必
ず
華
厳
経
を
説
き
た
ま
い
し
証
文
な
り
。

し
よ
う
も
ん

ま
た
涅
槃
経
の
巻
三
十
三
の
迦
葉
品
に
華
厳
経
の
時
を
説
い
て
「
す
べ
て
の
大
乗
経
の
中
の
意
味
と
道
理
と

か

し
よ
う

を
微
妙
細
密
に
、
昔
、
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
の
た
め
に
説
い
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
経
文
は
み
な
、
諸
仏
が

み

み
よ
う
さ
い
み
つ

世
に
出
ら
れ
て
一
切
経
を
説
か
れ
た
最
初
に
は
必
ず
華
厳
経
を
説
か
れ
た
と
い
う
証
文
で
あ
る
。

線
十二部経　　十二分経（じゆうにぶんきよう）ともいう。仏典の叙述の形式や内容によって経典を十二に分類したもの。修多羅（しゆたら）はその一つで、散文によって教えを説いている。
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問
う
て
云
く
、
無
量
義
経
に
云
く
、「
初
め
に
四
諦
を
説
き
、
乃
至
、
次
に
方
等
十
二
部
経
・
摩
訶
般
若

む
り
よ
う
ぎ
き
よ
う

し

た

い

ほ
う
ど
う

ま

か

は
ん
に
や

・
華
厳
海
空
を
説
く
」
と
。
こ
の
文
の
ご
と
く
ん
ば
、
般
若
経
の
後
に
華
厳
経
を
説
け
り
。
相
違
如
何
。

け

ご

ん

か
い
く
う

の
ち

そ

う

い

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
無
量
義
経
の
説
法
品
に
は
「
初
め
に
四
諦
を
説
き
、
次
に
方
等
十
二
部
経
・
摩
訶
般
若
・
華
厳

海
空
の
法
門
を
説
い
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
経
文
に
よ
れ
ば
華
厳
経
は
般
若
経
の
次
に
説
か
れ
た
こ
と
に
な
り
、

仏
成
道
の
後
、
最
初
の
説
法
と
す
る
諸
経
の
文
と
お
お
い
に
相
違
す
る
と
思
う
が
、
ど
う
か
。

答
え
て
云
く
、
浅
深
の
次
第
な
る
か
、
或
は
後
分
の
華
厳
経
な
る
か
。
法
華
経
の
方
便
品
に
一
代
の
次
第

せ
ん
じ
ん

ご

ぶ

ん

浅
深
を
列
ね
て
云
く
、「
余
乗
〈
華
厳
経
な
り
〉
の
も
し
は
二
〈
般
若
経
な
り
〉、
も
し
は
三
〈
方
等
経

せ
ん
じ
ん

つ
ら

よ
じ
よ
う

な
り
〉
あ
る
こ
と
な
し
」
と
。
こ
の
意
な
り
。

こ
こ
ろ

答
え
て
い
う
、
こ
の
文
は
説
法
の
順
序
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
浅
い
教
え
を
先
に
深
い
教
え
を
後
に
列
ね
た

教
理
の
浅
深
の
次
第
を
述
べ
た
も
の
か
、
ま
た
は
後
分
の
華
厳
と
い
っ
て
、
後
に
説
か
れ
た
特
別
の
華
厳
の
こ
と

で
あ
ろ
う
。
法
華
経
の
方
便
品
に
も
仏
一
代
の
説
法
の
浅
深
の
次
第
順
序
を
立
て
て
「
余
乗
〈
別
教
を
兼
ね
た
華

厳
経
を
さ
す
〉
の
、
第
二
〈
通
・
別
の
二
教
を
帯
び
た
般
若
経
を
さ
す
〉、
第
三
〈
蔵
・
通
・
別
の
三
教
を
兼
ね
説

く
方
等
経
を
さ
す
〉
も
存
在
し
な
い
」
と
あ
る
の
は
こ
れ
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
華
厳
経
の
次
に
何
れ
の
経
を
説
き
た
も
う
や
。

い
ず

問
う
て
い
う
、
華
厳
経
の
次
に
は
ど
の
経
を
説
か
れ
た
の
か
。

線
四諦　　仏教の説く四つの基本的真理で、人生問題とその解決法についての四種の聖なる真理の意。苦諦（人間の生が苦であるという真実）、集諦（苦の原因が煩悩や妄執であるという真実）、滅諦（苦の原因を滅ぼすという真実で、煩悩や執着を断つことが悟りの境地すなわち涅槃（ねはん）であるということ）、道諦（悟りに導く実践という真実で、涅槃に達するためには八正道の正しい修行に励むべきであるということ）。

線
華厳海空　　華厳経の教えのこと。海空とは海印三昧のことで、静かな海面にすべてのものの姿を映すように、仏の智恵の海に一切の法をはっきりと現わし出すことをいう。華厳経は仏が海印三昧の境地で説かれた経であることをさす。
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答
え
て
云
く
、
阿
含
経
を
説
き
た
も
う
な
り
。

あ
ご
ん
き
よ
う

答
え
て
い
う
、
阿
含
経
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
何
を
も
つ
て
こ
れ
を
知
る
や
。

問
う
て
い
う
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
る
の
か
、
そ
の
証
拠
は
何
か
。

答
え
て
云
く
、
法
華
経
の
序
品
に
華
厳
経
の
次
の
経
を
説
い
て
云
く
、「
も
し
人
、
苦
に
遭
う
て
老
病
死

じ
よ
ほ
ん

く

あ

ろ
う
び
よ
う
し

を
厭
う
に
は
、
た
め
に
涅
槃
を
説
く
」
と
。
方
便
品
に
云
く
、「
即
ち
波
羅
奈
に
趣
き
、
乃
至
、
五
比
丘

い
と

ね

は

ん

ほ
う
べ
ん
ほ
ん

は

ら

な

い

お
も
む
き

な

い

し

ご

び

く

の
た
め
に
説
く
」
と
。
涅
槃
経
に
華
厳
経
の
次
の
経
を
定
め
て
云
く
、「
即
ち
波
羅
奈
国
に
お
い
て
、
正
法
輪

は

ら

な

い

こ

く

し
よ
う
ぼ
う
り
ん

を
転
じ
て
、
中
道
を
宣
説
す
」
と
。
こ
れ
ら
の
経
文
は
、
華
厳
経
よ
り
後
に
阿
含
経
を
説
く
な
り
。

ち
ゆ
う
ど
う

せ
ん
ぜ
つ

答
え
て
い
う
、
法
華
経
の
序
品
に
華
厳
経
の
次
の
経
の
こ
と
を
説
い
て
「
苦
し
み
に
遭
っ
て
老
・
病
・
死
を
嫌

う
者
に
は
、
仏
は
寂
滅
の
涅
槃
を
説
く
」
と
凡
夫
の
心
の
迷
い
を
取
り
除
く
道
を
示
さ
れ
、
方
便
品
に
は
「
波

羅
奈
国
の
鹿
野
苑
に
行
っ
て
（
中
略
）
五
人
の
比
丘
に
説
法
し
た
」
と
あ
る
。
ま
た
涅
槃
経
の
師
子
吼
品
に
も

ろ
く
や
お
ん

華
厳
経
の
次
の
経
の
こ
と
を
「
波
羅
奈
国
鹿
野
苑
に
お
い
て
、
中
道
、
す
な
わ
ち
苦
行
や
快
楽
へ
の
執
着
を
は

な
れ
た
人
と
し
て
行
な
う
べ
き
正
し
い
道
に
つ
い
て
説
法
し
た
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
経
文
に
よ
っ
て
、

大
菩
薩
に
対
し
て
説
か
れ
た
華
厳
経
の
次
に
声
聞
の
弟
子
に
対
し
て
阿
含
経
を
説
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
阿
含
経
の
後
に
何
れ
の
経
を
説
き
た
も
う
や
。

い
ず

線
阿含経　　原始仏教（もっとも初期の仏教）の経典をいう。歴史上の釈尊が説いたと思われる言葉を数多く含んでおり、成立史的には華厳経よりも早い。長阿含・中阿含・増一阿含・雑阿含の四種を数える。日蓮聖人は天台の五時八教判にもとづき、阿含経は第二時、小乗の教えで、法華経よりも数段劣る経と断定している。

線
涅槃梵語ニルヴァーナの音写。煩悩の火を吹き消した状態、さとりの境地をいう。煩悩の根本といわれる貪（むさぼ）り・瞋（いか）り・愚（おろ）かの三毒の迷いを滅した状態をいう。また生命の火が吹き消されたということで、入滅・死去をもいう。

線
波羅奈国　　中インドの古代国家の名。現在のベナレス市を中心とした一帯の地域。釈尊の当時、バラモン教の聖地として修行と教学がさかんに行なわれていた。ゆえに釈尊も最初の説法を、阿若憍陳如ら五比丘のためにこの地の鹿野苑（ろくやおん）で行なった。

線
五比丘　　釈尊が出家した時、浄飯王（じようぼんのう）の命令により、釈尊とともに修行した倶隣（くりん）（阿若憍陳如（あにやくきようじんによ））・頞鞞（あび）・跋提（ばつだい）・十力迦葉（じゆうりきかしよう）・拘利太子（くりたいし）の五人。釈尊が苦行をやめた時、鹿野苑に移って修行を続けたが、釈尊が成道して最初に教えを受け、悟りを開いた。
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問
う
て
い
う
、
阿
含
経
の
次
に
は
ど
の
経
を
説
か
れ
た
の
か
。

答
え
て
曰
く
、
方
等
経
な
り
。

ほ
う
ど
う
き
よ
う

答
え
て
い
う
、
方
等
経
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
何
を
も
つ
て
こ
れ
を
知
る
や
。

問
う
て
い
う
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
る
の
か
、
そ
の
証
拠
は
何
か
。

答
え
て
云
く
、
無
量
義
経
に
云
く
、「
初
め
に
四
諦
を
説
き
、
乃
至
、
次
に
方
等
十
二
部
経
を
説
く
」
と
。

む
り
よ
う
ぎ
き
よ
う

し

た

い

涅
槃
経
に
云
く
、「
修
多
羅
よ
り
方
等
を
出
す
」
と
。

し

ゆ

た

ら

ほ
う
ど
う

い
だ

答
え
て
い
う
、
無
量
義
経
の
説
法
品
に
「
初
め
に
四
諦
（
阿
含
）
を
説
き
、
次
に
方
等
十
二
部
経
（
大
乗
）
を

説
く
」
と
い
い
、
涅
槃
経
の
聖
行
品
に
「
修
多
羅
（
経
）
よ
り
方
等
を
出
す
」
と
い
う
か
ら
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
方
等
と
は
天
竺
の
語
、
こ
れ
に
は
大
乗
と
云
う
な
り
。
華
厳
・
般
若
・
法
華
・
涅
槃
等
、

て
ん
じ
く

こ
と
ば

け

ご

ん

は
ん
に
や

ほ

つ

け

皆
大
乗
方
等
な
り
。
何
ぞ
独
り
方
等
部
に
限
り
て
方
等
の
名
を
立
つ
る
や
。

だ
い
じ
よ
う
ほ
う
ど
う

問
う
て
い
う
、
方
等
と
は
イ
ン
ド
の
語
で
、
漢
訳
し
て
大
乗
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
華
厳
も
般
若
も
法
華
も

涅
槃
も
み
な
大
乗
方
等
経
で
あ
る
。
な
ぜ
方
等
部
の
経
だ
け
を
方
等
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
か
。

答
え
て
曰
く
、
実
に
は
華
厳
・
般
若
・
法
華
等
、
皆
方
等
な
り
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
、
今
方
等
部
に
お

い
わ

線
方等経　　広く大乗経一般をさし、大方等経という。また天台智顗が一代仏教を整理体系づけた五時教判にもとづいて、華厳部・般若部・法華涅槃部に属さない大乗経典をさして方等経と呼ぶ。この中には、真言宗の大日経や浄土宗の阿弥陀経なども含まれる。日蓮聖人は後者の意味で用いている。
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い
て
、
別
し
て
方
等
の
名
を
立
つ
る
こ
と
は
私
の
義
に
あ
ら
ず
。
無
量
義
経
・
涅
槃
経
の
文
顕
然
な
り
。

わ
た
く
し

も
ん
け
ん
ね
ん

阿
含
は
一
向
小
乗
な
り
。
次
に
大
乗
を
説
く
。
方
等
よ
り
已
後
、
皆
大
乗
と
云
う
と
い
え
ど
も
、
大
乗
の

あ

ご

ん

い
つ
こ
う

い

ご

始
め
な
る
が
故
に
、
初
め
に
従
い
て
方
等
部
を
方
等
と
云
う
な
り
。
例
せ
ば
十
八
界
の
十
半
は
色
な
り
と

し
き

い
え
ど
も
、
初
め
に
従
い
て
色
境
の
名
を
立
つ
る
が
ご
と
し
。

し
き
き
よ
う

答
え
て
い
う
、
実
際
に
は
質
問
の
通
り
、
華
厳
も
般
若
も
法
華
な
ど
も
み
な
方
等
経
で
あ
る
が
、
し
か
し
今
、

方
等
部
だ
け
を
と
く
に
方
等
経
と
名
づ
け
た
の
は
、
私
の
勝
手
な
意
見
で
は
な
く
、
無
量
義
経
や
涅
槃
経
の
文

に
明
ら
か
な
例
が
あ
る
。
阿
含
経
の
証
果
は
す
べ
て
小
乗
教
で
、
次
に
仏
は
大
乗
教
を
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。

方
等
部
か
ら
後
は
み
な
大
乗
教
で
あ
る
が
、
方
等
部
が
大
乗
教
の
一
番
最
初
に
説
か
れ
た
か
ら
、
こ
れ
を
後
の

方
等
大
乗
教
と
区
別
し
て
、
と
く
に
方
等
と
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
て
い
え
ば
、
倶
舎
論
な
ど
に
色
心

く
し
や
ろ
ん

の
二
法
を
開
い
て
十
八
界
を
立
て
る
時
に
、
十
八
界
の
中
の
十
と
半
分
は
み
な
色
法
で
、
そ
の
他
は
心
法
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
十
八
界
の
最
初
が
色
法
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
色
境
と
名
づ
け
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。

問
う
て
曰
く
、
方
等
部
の
諸
経
の
後
に
は
、
何
れ
の
経
を
説
き
た
も
う
や
。

の
ち

い
ず

問
う
て
い
う
、
方
等
部
の
諸
経
の
次
に
は
、
ど
の
経
を
説
か
れ
た
の
か
。

答
え
て
云
く
、
般
若
経
な
り
。

答
え
て
い
う
、
般
若
経
で
あ
る
。

線
じゅうはちかい　十八界　　六根（眼・耳・鼻・舌・身・意）と六境（色・声・香・味・触・法）と六識（眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識）との十八の要素種類のことで、われわれの色心（しきしん）二法を開いたもの。このうち六根の中の意根を除く五根と六境の中の法境を除く五境の十は色法（物質的存在）で、六識と意根とは心法（心の働き）である。法境だけは半（なか）ば色に属し、半ば心に属する。

線
はんにゃきょう　般若経　　くわしくは摩訶般若波羅蜜経。般若波羅蜜（智恵によって悟りに達すること）の真理を説いた経典の総称。鳩摩羅什訳や玄奘訳をはじめ多数の漢訳が現存する。日蓮聖人は、天台智顗の五時教判にもとづき、第四時所属の方便権経と批判し、法華の最勝真実を強調した。
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問
う
て
曰
く
、
何
を
も
つ
て
こ
れ
を
知
る
や
。

問
う
て
い
う
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
る
の
か
、
そ
の
証
拠
は
何
か
。

答
え
て
曰
く
、
涅
槃
経
に
云
く
、「
方
等
よ
り
般
若
を
出
す
」
と
。

ね

は

ん
き
よ
う

ほ
う
ど
う

い
だ

答
え
て
い
う
、
涅
槃
経
の
聖
行
品
に
「
方
等
の
次
に
般
若
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

問
う
て
曰
く
、
般
若
経
の
後
に
は
何
れ
の
経
を
説
き
た
も
う
や
。

い
ず

問
う
て
い
う
、
般
若
経
の
次
に
は
ど
の
経
を
説
か
れ
た
の
か
。

答
え
て
曰
く
、
無
量
義
経
な
り
。

答
え
て
い
う
、
無
量
義
経
で
あ
る
。

問
う
て
曰
く
、
何
を
も
つ
て
こ
れ
を
知
る
や
。

問
う
て
い
う
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
る
の
か
、
そ
の
証
拠
は
何
か
。

答
え
て
曰
く
、
仁
王
経
に
云
く
、「
二
十
九
年
中
」
と
。
無
量
義
経
に
云
く
、「
四
十
余
年
」
と
。

に
ん
の
う
き
よ
う

答
え
て
い
う
、
般
若
部
の
結
経
で
あ
る
仁
王
般
若
経
に
「
般
若
を
説
き
始
め
て
第
二
十
九
年
中
に
結
経
で
あ
る

仁
王
般
若
を
説
く
」
と
あ
る
。
よ
っ
て
般
若
経
は
、
三
七
日
の
華
厳
経
と
十
二
年
の
阿
含
経
と
説
時
の
不
確
か

な
方
等
部
と
の
後
、
三
十
年
の
間
に
説
か
れ
た
経
で
あ
る
と
知
れ
る
。
そ
し
て
、
無
量
義
経
に
は
こ
れ
ら
を
す

線
むりょうぎきょう　無量義経　　一巻。南斉の曇摩伽陀耶舎（どんまかだやしや）訳（四八一年）。徳行品・説法品・十功徳品の三品から成る。法華経の序論に相当する内容から、法華経の開経とされ、観普賢経とともに法華三部経をなす。説法品の「四十余年未顕真実」の文は、法華経とそれ以前の諸経との勝劣を判定するもので、日蓮聖人もこの文をもって法華経以前の諸経を方便の経、法華経を真実の経と判定する文証としている。

線
仁王経　　漢訳に鳩摩羅什（くまらじゆう）訳二巻と不空訳二巻がある。波斯匿（はしのく）王などの国王を聴衆として護国の因縁を説く内容から、中国・日本を通じて護国の経典として尊重されてきた。日蓮聖人は羅什訳によって、末法の三災七難の様相を説明している。なお密教では不空訳を用いる。

線
しじゅうよねん　四十余年　　無量義経説法品に「四十余年にはいまだ真実を顕さず」と説き、法華経涌出品には「これ（成道）より已来（このかた）始めて四十余年」と説く。教主釈尊出世の本懐である法華経は、華厳・阿含・方等・般若などの方便の教えを説いた後、最後の八年に説かれた真実の説法であるとする。「四十余年」の語で仏が衆生の機根に応じて説かれた方便権教を意味し、仏一代の説法における真実経と方便経とを分別する。
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べ
て
「
四
十
余
年
の
間
は
真
実
を
顕
わ
さ
な
か
っ
た
」
と
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

問
う
て
曰
く
、
無
量
義
経
に
は
般
若
経
の
後
に
華
厳
経
を
列
ね
、
涅
槃
経
に
は
般
若
経
の
後
に
涅
槃
経
を

つ
ら

列
ぬ
。
今
の
所
立
の
次
第
は
、
般
若
経
の
後
に
無
量
義
経
を
列
ぬ
、
相
違
如
何
。

し
よ
り
ゆ
う

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
先
に
あ
げ
た
無
量
義
経
の
文
に
は
般
若
経
の
次
に
華
厳
経
を
列
ね
、
ま
た
涅
槃
経
の
文
に
は
般

若
経
の
次
に
涅
槃
経
を
列
ね
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
般
若
経
の
次
は
無
量
義
経
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
の
相

違
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。

答
え
て
曰
く
、
涅
槃
経
第
十
四
の
文
を
見
る
に
、
涅
槃
経
已
前
の
諸
経
を
列
ね
て
、
涅
槃
経
に
対
し
て
勝

も
ん

劣
を
論
じ
て
、
法
華
経
を
挙
げ
ず
。
第
九
の
巻
に
お
い
て
、
法
華
経
は
涅
槃
経
よ
り
已
前
な
り
と
こ
れ
を

定
め
た
も
う
。
法
華
経
の
序
品
を
見
る
に
、
無
量
義
経
は
法
華
経
の
序
分
な
り
。
無
量
義
経
に
は
、
般
若

じ
よ
ほ
ん

じ
よ
ぶ
ん

の
次
に
華
厳
経
を
列
ぬ
れ
ど
も
、
華
厳
経
を
初
時
に
遣
れ
ば
、
般
若
経
の
後
は
無
量
義
経
な
り
。

つ
ら

お
く

の
ち

答
え
て
い
う
、
涅
槃
経
巻
十
四
の
聖
行
品
の
文
を
見
る
に
、
涅
槃
経
以
前
に
説
か
れ
た
諸
経
を
列
ね
て
、
そ
れ

ら
と
涅
槃
経
と
を
比
べ
て
教
理
の
勝
劣
を
論
ず
る
の
に
、
涅
槃
経
以
前
の
経
を
般
若
経
ま
で
と
し
て
法
華
経
は

除
外
し
て
そ
の
名
を
あ
げ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
第
九
巻
に
は
「
法
華
の
中
の
八
千
の
声
聞
」
と
あ
っ

て
、
法
華
経
は
涅
槃
経
よ
り
以
前
の
経
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
法
華
経
の
序
品
を
見
る
と
、
文
殊
が
弥

勒
）
の
問
い
に
答
え
て
、
過
去
の
日
月
灯
明
仏
は
無
量
義
経
の
次
に
法
華
経
を
説
か
れ
た
か
ら
、
今
も
ま
た

に
ち
が
つ
と
う
み
よ
う

線
じょしょうるつう　序正流通　　序分・正宗分・流通分のこと。経典などを解釈する時、その内容から三段に分科する時の名称。序分とは教義を明かす前提となるいわれ、因縁段のこと、正宗分とは教義の中心を明かす正説段のこと、流通分とは経の利益を説いてその流通を促す部分のこと。日蓮聖人は、仏一代五十年の説法を序正流通の三段に分け、次第に中心を絞り込んで、一代仏教の中心は法華経寿量品にあるとした。
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そ
う
で
あ
ろ
う
と
あ
る
か
ら
、
無
量
義
経
は
法
華
経
の
序
分
で
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
無
量
義
経
の
文
で
は
、
般

若
経
の
次
に
華
厳
経
を
列
ね
て
い
た
が
、
前
に
論
じ
た
通
り
華
厳
経
は
最
初
の
説
法
で
あ
る
か
ら
、
般
若
経
の

次
は
無
量
義
経
と
な
る
の
で
あ
る
。

問
う
て
曰
く
、
無
量
義
経
の
後
に
何
れ
の
経
を
説
き
た
も
う
や
。

い
ず

問
う
て
い
う
、
無
量
義
経
の
次
に
は
ど
の
経
を
説
か
れ
た
の
か
。

答
え
て
曰
く
、
法
華
経
を
説
き
た
も
う
な
り
。

答
え
て
い
う
、
法
華
経
で
あ
る
。

問
う
て
曰
く
、
何
を
も
つ
て
こ
れ
を
知
る
や
。

問
う
て
い
う
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
る
の
か
、
そ
の
証
拠
は
何
か
。

答
え
て
曰
く
、
法
華
経
の
序
品
に
云
く
、「
諸
の
菩
薩
の
た
め
に
大
乗
経
の
無
量
義
、
教
菩
薩
法
、

も
ろ
も
ろ

む

り

よ

う

ぎ

き
ょ
う
ぼ

さ

つ

ぽ

う

仏
所
護
念
と
名
づ
く
る
を
説
き
た
も
う
。
仏
こ
の
経
を
説
き
已
つ
て
、
結
跏
趺
坐
し
、
無
量
義
処
三
昧
に

ぶ
つ
し
よ

ご

ね

ん

お
わ

け

つ

か

ふ

ざ

む
り
よ
う
ぎ

し
よ
さ
ん
ま
い

入
り
た
も
う
」
と
。

答
え
て
い
う
、
法
華
経
の
序
品
に
「
仏
が
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
の
た
め
に
大
乗
経
の
無
量
義
・
菩
薩
を
教
え
る
法

・
仏
に
護
念
せ
ら
る
る
も
の
と
名
づ
け
る
経
を
説
き
終
わ
っ
て
、
結
跏
趺
坐
し
て
法
華
経
を
説
く
た
め
に
無
量

線
法華経　　妙法蓮華経のこと。鳩摩羅什訳、八巻（ただし、羅什訳は七巻）。漢訳はほかに正法華経（竺法護訳、十巻）と添品妙法蓮華経（闍那崛多・達摩笈多訳、七巻）がある。二十八品より成り、天台大師智顗の分科にもとづき、前半十四品を迹門、後半十四品を本門という。迹門は、方便品を中心に三乗差別の教えは方便で、一仏乗の教えを説いて一切衆生を仏の世界に導くことが釈尊の本懐であることを顕わす。本門は、寿量品を中心に、釈尊は永遠の昔にすでに仏と成り、それより未来永遠にわたって人びとを救済しつづける久遠の仏であることを明らかにする。そしてこの娑婆世界も永遠不滅の浄土であることを顕わす。天台智顗は迹門を中心に教学を組織したが、日蓮聖人は本門を中心に教学と信仰を樹立し、妙法五字の題目を弘めたのである。
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義
処
三
昧
に
入
ら
れ
た
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

問
う
て
曰
く
、
法
華
経
の
後
に
何
れ
の
経
を
説
き
た
も
う
や
。

い
ず

問
う
て
い
う
、
法
華
経
の
次
に
は
ど
の
経
を
説
か
れ
た
の
か
。

答
え
て
曰
く
、
普
賢
経
を
説
き
た
も
う
な
り
。

ふ
げ
ん
き
よ
う

答
え
て
い
う
、
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
で
あ
る
。

か
ん
ふ
げ
ん
ぼ
さ
つ
ぎ
よ
う
ぼ
う
き
よ
う

問
う
て
曰
く
、
何
を
も
つ
て
こ
れ
を
知
る
や
。

問
う
て
い
う
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
る
の
か
、
そ
の
証
拠
は
何
か
。

答
え
て
曰
く
、普
賢
経
に
云
く
、「
却
つ
て
後
三
月
、我
ま
さ
に
般
涅
槃
す
べ
し
。乃
至
、如
来
、
昔
耆
闍
崛
山

さ

の
ち

わ
れ

は
つ

ね

は

ん

な

い

し

む
か
し
ぎ
し
や
く
つ
せ
ん

及
び
余
の
住
処
に
お
い
て
、
已
に
広
く
一
実
の
道
を
分
別
す
、
今
も
こ
の
処
に
お
い
て
す
」
と
。

じ
ゆ
う
し
よ

す
で

い
ち
じ
つ

ど
う

ふ
ん
べ
つ

と
こ
ろ

答
え
て
い
う
、
普
賢
経
に
説
時
を
説
い
て
「
こ
の
後
三
か
月
し
て
我
は
涅
槃
に
入
る
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
ま

た
如
来
は
霊
鷲
山
や
そ
の
他
の
処
で
、
広
く
一
乗
真
実
の
道
を
説
い
て
き
た
が
、
今
も
ま
た
こ
こ
大
林
精
舎

り
よ
う
じ
ゆ
せ
ん

で
説
く
」
と
い
う
か
ら
で
あ
る
。

問
う
て
曰
く
、
普
賢
経
の
後
に
何
れ
の
経
を
説
き
た
も
う
や
。

い
ず

問
う
て
い
う
、
普
賢
経
の
次
に
は
ど
の
経
を
説
か
れ
た
の
か
。

線
　観普賢経　　一巻。劉宋の曇摩密多（どんまみつた）の訳（四四二年）。釈尊入滅の直前に大林精舎で説かれた。仏は三か月後に入滅すべきことを宣言し、法華経の受持と六根懴悔（さんげ）の法を説示した。その内容が法華経の最終章の普賢菩薩勧発品（かんぼつぽん）を承（う）けて説かれていることから、天台智宮（ちぎ）によって法華経の結経と判定され、法華三部経の一つとされる。観普賢経　　一巻。劉宋の曇摩密多（どんまみつた）の訳（四四二年）。釈尊入滅の直前に大林精舎で説かれた。仏は三か月後に入滅すべきことを宣言し、法華経の受持と六根懴悔（さんげ）の法を説示した。その内容が法華経の最終章の普賢菩薩勧発品（かんぼつぽん）を承（う）けて説かれていることから、天台智顗（ちぎ）によって法華経の結経と判定され、法華三部経の一つとされる。
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答
え
て
曰
く
、
涅
槃
経
を
説
き
た
も
う
な
り
。

ね

は

ん
ぎ
よ
う

答
え
て
い
う
、
涅
槃
経
で
あ
る
。

問
う
て
曰
く
、
何
を
も
つ
て
こ
れ
を
知
る
や
。

問
う
て
い
う
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
る
の
か
、
そ
の
証
拠
は
何
か
。

答
え
て
曰
く
、
普
賢
経
に
云
く
、「
却
つ
て
後
三
月
、
我
ま
さ
に
般
涅
槃
す
べ
し
」
と
。
涅
槃
経
三
十
に

さ

わ
れ

は
つ

ね

は

ん

云
く
、「
如
来
、
何
が
故
ぞ
二
月
に
涅
槃
し
た
も
う
や
」
と
。
ま
た
云
く
、「
如
来
は
初
生
・
出
家
・
成
道

し
よ
し
よ
う

し
ゆ
つ
け

じ
よ
う
ど
う

・
転
妙
法
輪
、
皆
八
日
を
も
つ
て
す
。
何
ぞ
仏
の
涅
槃
の
み
独
り
十
五
日
な
る
や
」
と
。
大
部
の
経
大
概

て
ん
み
よ
う
ほ
う
り
ん

だ

い

ぶ

お
お
む
ね

か
く
の
ご
と
し
。
こ
れ
よ
り
已
外
、
諸
の
大
小
乗
経
は
次
第
不
定
な
り
。
或
は
阿
含
経
よ
り
已
後
に
華
厳

い

げ

ふ
じ
よ
う

経
を
説
き
、
法
華
経
よ
り
已
後
に
方
等
・
般
若
を
説
く
。
皆
義
類
を
も
つ
て
こ
れ
を
収
め
て
一
処
に
置
く

ほ
う
ど
う

ぎ

る

い

お
さ

い
つ
し
よ

べ
し
。

答
え
て
い
う
、
普
賢
経
に
「
こ
の
後
三
か
月
し
て
我
は
涅
槃
に
入
る
で
あ
ろ
う
」
と
あ
り
、
涅
槃
経
の
巻
三
十

の
師
子
吼
品
に
も
「
如
来
は
ど
う
し
て
二
月
に
涅
槃
さ
れ
る
の
か
」
と
あ
り
、
ま
た
「
如
来
は
誕
生
も
出
家
も

成
道
も
最
初
の
説
法
も
み
な
八
日
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
涅
槃
だ
け
が
十
五
日
で
あ
る
の
か
」
と
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
一
切
経
の
中
の
代
表
的
な
経
典
の
説
か
れ
た
順
序
次
第
は
、
大
体
に
お
い
て
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ

以
外
の
も
ろ
も
ろ
の
大
小
乗
の
経
々
は
、
説
時
の
次
第
も
一
定
し
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
阿
含
経
よ
り
後
に
華

線
涅槃経　　大般涅槃経（だいはつねはんぎよう）の略。漢訳に曇無讖（どんむしん）訳の四十巻（北本）と慧観・慧厳（えごん）・謝霊運らが法顕訳の六巻本を校合整理した三十六巻（南本）がある。釈尊の入滅は方便であり、仏は常住不滅であると説き、また「一切衆生悉有仏性（しつうぶつしよう）」を説く。天台智顗（ちぎ）は五時の最高に位置づけ法華経を補完する経とみた。日蓮聖人も智顗の思想をうけつぎ法華経にもれた者を救う経とみた。聖人は同経に説く「法に依れ」という教えや悪比丘を折伏すべしとの誡めを自己の教学・実践の中核においた。
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厳
経
を
説
い
た
り
、
法
華
経
よ
り
後
に
方
等
経
や
般
若
経
を
説
か
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説
時
の
不

確
か
な
経
々
は
、
華
厳
経
に
属
す
る
も
の
は
大
部
の
華
厳
経
の
所
に
、
阿
含
経
に
属
す
る
も
の
は
大
部
の
阿
含

経
の
所
に
と
い
う
よ
う
に
、
教
義
の
種
類
を
同
じ
く
す
る
経
々
の
所
に
収
め
て
一
処
に
置
く
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
諸
経
の
浅
深
を
明
か
さ
ば
、
無
量
義
経
に
云
く
、「
初
め
に
四
諦
〈
阿
含
〉
を
説
き
、
次
に
方
等

い
わ

し

た

い

あ

ご

ん

ほ
う
ど
う

十
二
部
経
・
摩
訶
般
若
・
華
厳
海
空
を
説
き
、
菩
薩
の
歴
劫
修
行
を
宣
説
す
」
と
。
ま
た
云
く
、「
四
十

ま

か

は
ん
に
や

け

ご

ん

か
い
く
う

り
や
つ
こ
う
し
ゆ
ぎ
よ
う

せ
ん
ぜ
つ

余
年
に
は
い
ま
だ
真
実
を
顕
わ
さ
ず
」
と
。
ま
た
云
く
、「
無
量
義
経
は
尊
に
し
て
過
上
な
し
」
と
。
こ

あ
ら

そ
ん

か
じ
よ
う

れ
ら
の
文
の
ご
と
く
ん
ば
、
四
十
余
年
の
諸
経
は
無
量
義
経
に
劣
る
こ
と
疑
い
な
き
も
の
な
り
。

も
ん

第
二
に
諸
経
の
教
理
の
浅
深
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
無
量
義
経
の
説
法
品
に
「
初
め
に
阿
含
経
の
四
諦
を
説

き
、
次
に
大
乗
の
方
等
経
・
大
般
若
経
・
華
厳
経
を
説
い
て
、
菩
薩
の
歴
劫
修
行
と
い
っ
て
成
仏
に
長
い
時
間

の
か
か
る
法
門
を
説
い
た
」
と
あ
り
、
ま
た
「
こ
の
経
を
説
く
以
前
の
四
十
余
年
間
に
は
、
ま
だ
真
実
を
顕
わ

さ
な
か
っ
た
」
と
も
あ
り
、
ま
た
「
無
量
義
経
は
こ
の
上
も
な
く
尊
い
教
え
で
あ
る
」
と
も
い
う
。
こ
れ
ら
の

経
文
に
よ
れ
ば
、
無
量
義
経
以
前
に
説
か
れ
た
四
十
余
年
間
の
諸
経
は
無
量
義
経
よ
り
劣
っ
た
経
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

問
う
て
曰
く
、
密
厳
経
に
云
く
、「
一
切
の
経
の
中
に
勝
れ
た
り
」
と
。
大
雲
経
に
云
く
、「
諸
経
の
転
輪
聖
王

み
つ
ご
ん
き
よ
う

す
ぐ

だ
い
う
ん
き
よ
う

て
ん
り
ん
じ
よ
う
お
う

線
歴劫修行　　劫はきわめて長い時間、無限の時間をいい、菩薩が仏に成るために限りなく長い時間をかけて種々の修行をすること。日蓮聖人は、法華経以前の諸大乗経は歴劫修行の成仏で、法華経のみが即身成仏の経であると強調した。

線
転輪聖王　　転輪王、輪王ともいう。武力を用いず正法をもって全世界を治めるとされる理想的な帝王。三十二相と七宝を具えるという。転輪聖王に金銀鋼鉄の四種があり、金輪王は四大州すべてを治め、銀輪王は東南西の三州、銅輪王は東南の二州、鉄輪王は南閻浮提のみを治める。
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な
り
」
と
金
光
明
経
に
云
く
、「
諸
経
の
中
の
王
な
り
」
と
。
こ
れ
ら
の
文
を
見
る
に
、
諸
の
大
乗
経

こ
ん
こ
う
み
よ
う
き
よ
う

も
ん

も
ろ
も
ろ

の
常
の
習
い
な
り
。
何
ぞ
一
文
を
瞻
て
、
無
量
義
経
は
四
十
余
年
の
諸
経
に
勝
る
と
い
う
や
。

つ
ね

い
ち
も
ん

み

す
ぐ

問
う
て
い
う
、
密
厳
経
に
は
「
一
切
の
経
の
中
で
勝
れ
た
教
え
で
あ
る
」
と
い
い
、
大
雲
経
に
は
「
こ
の
経
は

諸
経
の
中
の
転
輪
聖
王
で
あ
る
」
と
い
い
、
金
光
明
経
に
は
「
諸
経
の
中
の
王
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
諸

経
の
文
を
見
れ
ば
、
自
経
が
第
一
の
経
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
諸
大
乗
経
に
み
な
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ど
う

し
て
無
量
義
経
の
一
文
だ
け
を
見
て
、
無
量
義
経
は
四
十
余
年
の
諸
経
に
勝
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
か
。

答
え
て
云
く
、
教
主
釈
尊
、
も
し
諸
経
に
お
い
て
互
に
勝
劣
を
説
か
ば
、
大
小
乗
の
差
別
・
権
実
の
不
同

き
よ
う
し
ゆ
し
や
く
そ
ん

た
が
い

だ
い
し
よ
う
じ
よ
う

さ

べ

つ

ふ

ど

う

あ
る
べ
か
ら
ず
。
も
し
実
に
差
別
な
き
に
、
互
に
差
別
・
浅
深
等
を
説
か
ば
、
諍
論
の
根
源
・
悪
業
起
罪

じ
よ
う
ろ
ん

あ
く
ご
う

き

ざ

い

の
因
縁
な
り
。
爾
前
の
諸
経
の
第
一
と
は
、
縁
に
随
い
て
不
定
な
り
。
或
は
小
乗
の
諸
経
に
対
し
て
第

い
ん
ね
ん

に

ぜ

ん

え
ん

ふ
じ
よ
う

あ
る
い

一
な
り
と
す
。
或
は
報
身
の
寿
を
説
い
て
諸
経
の
第
一
な
り
と
す
。
或
は
俗
諦
・
真
諦
・
中
諦
等
を
説

ほ
う
じ
ん

じ
ゆ

ぞ
く
た
い

し
ん
た
い

ち
ゆ
う
た
い

い
て
第
一
な
り
と
す
。
一
切
の
第
一
に
あ
ら
ず
。
今
の
無
量
義
経
の
ご
と
き
は
、
四
十
余
年
の
諸
経
に
対

し
て
第
一
な
り
。

答
え
て
い
う
、
も
し
教
主
釈
尊
が
そ
れ
ぞ
れ
の
経
の
中
で
、
こ
の
経
こ
そ
第
一
で
あ
る
と
勝
劣
を
説
い
て
い
る

と
す
れ
ば
、
大
乗
と
小
乗
の
区
別
も
方
便
と
真
実
の
相
異
も
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
も
し
実
際
に
は

線
金光明経　　漢訳に曇無讖（どんむせん）訳四巻と義浄訳十巻がある。わが国では法華経・仁王経とともに護国の三部経として尊重されてきた。また奈良時代から諸国の国分寺や宮中の最勝会（さいしようえ）で読誦し講説されたのは義浄訳である。日蓮聖人も義浄訳の四天王護国品の文を引用し、末法の災難の様相を説く経証としている。

線
爾前　　「その前」の意。法華経が説かれた以前の釈尊の教え、経典のこと。天台大師の五時判では、法華経以前を方便権教、仮りの教えと見る。日蓮聖人も天台の説にもとづいて爾前の経々では成仏できないと「爾前無得道（にぜんむとくどう）」を強調する。

線
俗諦・真諦・中諦　　諦は真理の意で、天台大師が実相の真理を明かすものとして独自に組織した空（くう）・仮（け）・中の三諦（さんだい）のこと。すべての存在は実体がないから縁によって仮に生じ存在していると見るのが俗諦＝仮諦。すべての存在はとらわれの心が考えるような実体はなく空無のものであると見るのが真諦＝空諦。すべての存在を一面的な空・仮を超えた絶対なものとするのが中諦。
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区
別
が
な
い
の
に
、
諸
宗
の
人
び
と
が
勝
手
に
区
別
や
浅
深
を
説
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
争
い
の

根
源
で
あ
り
、
謗
法
と
い
う
悪
業
・
罪
業
の
原
因
で
も
あ
る
。
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
法
華
経
以
前
の
四
十
余

年
に
説
か
れ
た
諸
経
で
い
う
と
こ
ろ
の
第
一
と
は
、
何
に
対
し
て
第
一
な
の
か
比
べ
る
対
象
が
別
々
で
あ
る
。

あ
る
経
は
小
乗
の
諸
経
に
比
べ
て
第
一
と
い
い
、
あ
る
経
は
未
来
永
遠
の
存
在
で
あ
る
報
身
仏
を
説
い
て
八
十

歳
入
滅
の
応
身
仏
を
説
く
諸
経
に
比
べ
て
第
一
と
い
い
、
あ
る
経
は
俗
諦
・
真
諦
・
中
道
諦
の
三
諦
を
説
く
こ

お
う
じ
ん

と
に
お
い
て
第
一
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
一
切
経
の
中
の
第
一
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
こ

ろ
が
今
の
無
量
義
経
は
、
そ
れ
以
前
の
四
十
余
年
の
代
表
的
な
経
典
の
名
を
あ
げ
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
諸
経

に
比
べ
て
第
一
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
法
華
経
と
無
量
義
経
と
何
れ
か
勝
れ
た
る
や
。

い
わ

い
ず

す
ぐ

問
う
て
い
う
、
法
華
経
と
無
量
義
経
と
は
ど
ち
ら
が
勝
れ
て
い
る
か
。

答
え
て
云
く
、
法
華
経
勝
れ
た
り
。

答
え
て
い
う
、
法
華
経
の
方
が
勝
れ
て
い
る
。

問
う
て
云
く
、
何
を
も
つ
て
こ
れ
を
知
る
や
。

問
う
て
い
う
、
ど
う
し
て
法
華
経
の
方
が
勝
れ
て
い
る
と
わ
か
る
の
か
。

答
え
て
云
く
、
無
量
義
経
に
は
い
ま
だ
二
乗
作
仏
と
久
遠
実
成
と
を
明
か
さ
ず
。
故
に
法
華
経
に
嫌
わ

に
じ
よ
う

さ

ぶ

つ

く

お

ん

じ
つ
じ
よ
う

線
二乗作仏　　声聞（しようもん）と縁覚の二乗が仏と成ること。法華経の二大法門の一つで、前半十四品（迹門（しやくもん））の中心思想。華厳経や維摩経などの諸大乗経では成仏不可能とされた二乗、すなわち小乗の修行者も一乗妙法の教えによって平等に成仏することができると説く。法華経の救済がすべてにわたることを示す。日蓮聖人は久遠実成（くおんじつじよう）とともに法華最勝の論拠とする。

線
久遠実成　　釈尊はインドのブッダガヤーにおいてはじめて覚りを開いたのではなく、悠久の昔に成仏しているということ。法華経の二大法門の一つで、後半十四品（本門）の中心思想。特に如来寿量品で説き顕される。ブッダガヤーの菩提樹の下で覚りを開いた仏は仮の姿で、真実は永遠の過去に仏と成り、それより常に人びとを教化し救済してきたといい、久遠の本仏、無始の古仏ともいう。日蓮聖人は二乗作仏（さぶつ）とともに法華最勝の論拠とする。
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れ
て
、
今
説
の
中
に
入
る
な
り
。

こ
ん
せ
つ

う
ち

答
え
て
い
う
、
無
量
義
経
に
は
ま
だ
二
乗
が
仏
に
成
る
と
い
う
こ
と
と
、
仏
の
久
遠
実
成
と
い
う
法
門
と
が
説

か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
法
華
経
法
師
品
に
お
い
て
、
法
華
経
が
已
説
・
今
説
・
当
説
の
三
説
に

超
え
て
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
説
く
時
、
無
量
義
経
は
今
説
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
、
信
じ
や
す
く
解
り
や
す
い
経

さ
と

と
さ
れ
、
法
華
経
よ
り
劣
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
法
華
経
と
涅
槃
経
と
何
れ
か
勝
れ
た
る
や
。

ね
は
ん
ぎ
よ
う

い
ず

す
ぐ

問
う
て
い
う
、
法
華
経
と
涅
槃
経
と
は
ど
ち
ら
が
勝
れ
て
い
る
か
。

答
え
て
云
く
、
法
華
経
勝
る
る
な
り
。

答
え
て
い
う
、
法
華
経
の
方
が
勝
れ
て
い
る
。

問
う
て
曰
く
、
何
を
も
つ
て
こ
れ
を
知
る
や
。

い
わ

問
う
て
い
う
、
ど
う
し
て
法
華
経
の
方
が
勝
れ
て
い
る
と
わ
か
る
の
か
。

答
え
て
曰
く
、
涅
槃
経
に
自
ら
「
如
法
華
中
」
等
と
説
い
て
、「
更
無
所
作
」
と
云
う
。
法
華
経
に
当
説

み
ず
か

に
よ
ほ
つ
け
ち
ゆ
う

き
よ
う
む

し

よ

さ

と
う
せ
つ

を
指
し
て
「
難
信
難
解
」
と
云
わ
ざ
る
が
故
な
り
。

な
ん
し
ん

な

ん

げ

答
え
て
い
う
、
涅
槃
経
の
如
来
性
品
に
は
仏
み
ず
か
ら
法
華
経
を
指
し
て
「
法
華
経
の
時
に
一
切
の
衆
生
が
成

仏
し
た
か
ら
、
今
は
何
も
す
る
こ
と
が
な
い
」
と
い
っ
て
、
法
華
経
を
大

収
の
位
、
涅
槃
経
を
捃

拾
の
位
と

だ
い
し
ゆ
う

く
ん
じ
ゆ
う

線
已今当　　法華経法師品の文。「已（すで）に説き、今（いま）説き、当（まさ）に説かん」とある。仏みずから法華経は、已（すで）に説かれた四十余年の大小乗の一切の諸経、今（いま）説かれた無量義経、当（まさ）に説かれるであろう涅槃経と比べて、もっともすぐれた経典であり、信じがたく解（さと）りがたい経典であると宣言した語。日蓮聖人はこの「已今当」の三字をもって法華最勝の証文とする。



( 25 )

定
め
て
い
る
。
ま
た
法
華
経
法
師
品
で
は
、
三
説
の
中
の
当
説
に
入
れ
て
、「
信
じ
難
く
解
り
難
い
法
」
と
は

さ
と

い
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
涅
槃
経
の
文
を
見
る
に
、
涅
槃
経
已
前
を
ば
皆
邪
見
な
り
と
云
う
、
如
何
。

も
ん

じ
や
け
ん

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
涅
槃
経
の
文
を
み
る
と
、
涅
槃
経
以
前
は
「
み
な
邪
見
の
人
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
経

文
に
よ
れ
ば
法
華
経
も
邪
見
の
経
典
で
は
な
い
か
、
ど
う
か
。

答
え
て
云
く
、
法
華
経
は
如
来
出
世
の
本
懐
な
る
故
に
、「
今
は
已
に
満
足
し
ぬ
」、「
今
正
し
く
こ
れ
そ

に
よ
ら
い
し
ゆ
つ
せ

ほ
ん
が
い

す
で

ま
さ

の
時
な
り
」、「
然
る
に
善
男
子
、
我
実
に
成
仏
し
て
よ
り
已
来
」
等
と
説
き
た
も
う
。
た
だ
し
諸
経
の

し
か

ぜ
ん

な

ん

し

わ
れ

こ
の
か
た

勝
劣
に
お
い
て
は
、
仏
自
ら
「
我
が
説
く
所
の
経
典
は
無
量
千
万
億
に
し
て
」
と
挙
げ
了
つ
て
、「
已
に

み
ず
か

あ

お
わ

す
で

説
き
、
今
説
き
、
当
に
説
か
ん
」
等
と
説
く
時
、
多
宝
仏
地
よ
り
涌
現
し
て
、「
皆
こ
れ
真
実
な
り
」
と

ま
さ

た

ほ

う

ぶ

つ

ち

ゆ

げ

ん

定
め
、
分
身
の
諸
仏
は
舌
相
を
梵
天
に
付
け
た
も
う
。

ふ
ん
じ
ん

し
よ
ぶ
つ

ぜ
つ
そ
う

ぼ
ん
で
ん

答
え
て
い
う
、
法
華
経
を
説
く
こ
と
が
如
来
が
こ
の
世
に
出
で
ら
れ
た
目
的
で
あ
っ
た
か
ら
、
方
便
品
に
「
わ

が
昔
の
願
い
は
今
満
足
し
た
」
と
い
い
、「
今
が
正
し
く
そ
の
時
で
あ
る
」
と
い
い
、
如
来
寿
量
品
に
「
善
男
子

よ
、
わ
れ
は
実
に
成
仏
し
て
か
ら
久
遠
で
あ
る
」
と
も
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
法
華
経
と
諸
経

と
の
勝
劣
に
つ
い
て
は
、
法
師
品
に
仏
み
ず
か
ら
「
わ
が
説
い
て
き
た
と
こ
ろ
の
経
典
は
無
量
千
万
億
で
あ
る
」

と
比
べ
る
べ
き
経
典
を
あ
げ
て
、
次
に
「
已
に
説
き
、
今
説
き
、
ま
さ
に
説
く
諸
経
に
超
え
て
法
華
経
は
勝
れ

線
多宝仏　　多宝如来ともいう。東方宝浄世界の教主で、入滅した後に法華経の説かれるどのような場所にでも出現して、法華経が真実であることを証明する仏。法華経宝塔品で七宝塔とともに大地から涌現し、生身の釈尊と並座することによって久遠実成の仏身をも証明する仏。日蓮聖人はこの多宝如来の証明を法華最勝の論拠の一つとしている。

線
分身の諸仏　　分身とは衆生を導くために作られ分かたれた仏の身をいい、十方の世界で人びとを教化している釈尊の分身の諸仏のこと。宝塔品で多宝塔を開くために法華説法の座に来集し、神力品（じんりきほん）で舌を梵天にとどかせて、釈尊の法華説法の真実を証明した。
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て
い
る
」
と
い
わ
れ
た
時
、
宝
塔
品
で
多
宝
如
来
が
大
地
か
ら
涌
き
出
で
て
「
釈
尊
の
説
く
と
こ
ろ
は
み
な
真

実
で
あ
る
」
と
釈
尊
の
説
法
の
真
実
を
証
明
し
、
十
方
世
界
よ
り
来
集
し
た
釈
尊
の
分
身
の
諸
仏
は
そ
の
舌
を

梵
天
に
届
か
せ
て
釈
尊
の
説
法
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
ご
と
く
、
諸
経
と
法
華
経
と
の
勝
劣
を
定
め
了
ん
ぬ
。
こ
の
外
、
釈
迦
如
来
一
仏
の
所
説
な
れ
ば
、

お
わ

ほ
か

先
後
の
諸
経
に
対
し
て
法
華
経
の
勝
劣
を
論
ず
べ
き
に
あ
ら
ず
。
故
に
涅
槃
経
に
諸
経
を
嫌
う
中
に
法
華

経
を
入
れ
ず
。
法
華
経
は
諸
経
に
勝
る
る
由
、
こ
れ
を
顕
わ
す
故
な
り
。
た
だ
し
、
邪
見
の
文
に
至
り
て

じ
や
け
ん

は
、
法
華
経
を
覚
知
せ
ざ
る
一
類
の
人
、
涅
槃
経
を
聞
い
て
悟
り
を
得
る
故
に
、
迦
葉
童
子
の
自
身
並

か

く

ち

い
ち
る
い

か
し
よ
う

ど

う

じ

じ

し

ん
な
ら
び

に
所
引
を
指
し
て
、
涅
槃
経
よ
り
已
前
を
邪
見
等
と
云
う
な
り
。
経
の
勝
劣
を
論
ず
る
に
は
あ
ら
ず
。

し
よ
い
ん

こ
の
よ
う
に
諸
経
と
法
華
経
と
の
勝
劣
は
、
釈
尊
・
多
宝
仏
・
分
身
の
諸
仏
の
三
仏
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
一
切
経
は
釈
尊
一
仏
の
説
法
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
他
に
法
華
経
の
前
後
の
諸
経
に
対
し
て
法
華
経
と
の

勝
劣
を
論
ず
べ
き
で
は
な
い
。
故
に
涅
槃
経
で
諸
経
を
斥
け
る
時
に
法
華
経
は
除
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
り
ぞ

そ
れ
は
涅
槃
経
も
法
華
経
が
諸
経
に
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
顕
わ
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
涅

槃
経
が
「
邪
見
の
人
」
と
い
っ
た
の
は
、
法
華
経
を
覚
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
迦
葉
童
子
や
そ
の
眷
属
の
人

さ
と

び
と
が
、
涅
槃
経
を
聞
い
て
初
め
て
覚
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
自
分
自
身
を
指
し
て
「
涅
槃
経
以
前

は
邪
見
の
人
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
経
典
の
勝
劣
を
論
じ
た
文
で
は
な
い
の
で
あ
る
。



( 27 )

第
三
に
、
大
小
乗
を
定
む
る
こ
と
を
明
か
さ
ば
、

第
三
に
大
乗
と
小
乗
と
を
判
定
す
る
こ
と
を
説
明
し
よ
う
。

問
う
て
曰
く
、
大
小
乗
の
差
別
如
何
。

い
わ

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
大
乗
と
小
乗
と
の
区
別
は
何
で
あ
る
か
。

答
え
て
云
く
、
常
途
の
説
の
ご
と
き
は
、
阿
含
部
の
諸
経
は
小
乗
な
り
。
華
厳
・
方
等
・
般
若
・
法
華
・

い
わ

じ
よ
う
ず

あ

ご

ん

ぶ

涅
槃
等
は
大
乗
な
り
。
或
は
六
界
を
明
か
す
は
小
乗
、
十
界
を
明
か
す
は
大
乗
な
り
。
そ
の
外
法
華
経
に

じ
つ
か
い

ほ
か

対
し
て
実
義
を
論
ず
る
時
、
法
華
経
よ
り
外
の
四
十
余
年
の
諸
の
大
乗
経
は
皆
小
乗
に
し
て
、
法
華
経

じ

つ

ぎ

も
ろ
も
ろ

は
大
乗
な
り
。

答
え
て
い
う
、
普
通
一
般
の
説
に
よ
れ
ば
、
阿
含
部
の
諸
経
は
小
乗
で
あ
り
、
華
厳
経
と
方
等
部
の
諸
経
と
般

若
経
と
法
華
経
と
涅
槃
経
と
は
大
乗
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
の

六
界
を
説
く
の
は
小
乗
、
さ
ら
に
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
・
仏
を
説
い
て
十
界
の
す
べ
て
を
明
か
す
の
は
大
乗
で

あ
る
。
し
か
し
、
法
華
経
と
諸
経
を
比
べ
て
ど
ち
ら
が
真
実
か
を
論
ず
る
時
は
、
法
華
経
以
外
の
四
十
余
年
の

諸
経
は
一
般
に
は
大
乗
経
と
い
わ
れ
て
い
て
も
、
実
は
み
な
小
乗
経
で
あ
っ
て
、
法
華
経
だ
け
が
大
乗
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
諸
宗
に
亘
り
て
我
が
拠
る
と
こ
ろ
の
経
を
実
大
乗
と
謂
い
、
余
宗
の
拠
る
と
こ
ろ
の
経
を

よ

い
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権
大
乗
と
云
う
こ
と
常
の
習
い
な
り
。
末
学
に
お
い
て
是
非
定
め
難
し
。
い
ま
だ
法
華
経
に
対
し
て
、
諸

ご
ん
だ
い
じ
よ
う

ま
つ
が
く

ぜ

ひ

が
た

の
大
乗
経
を
小
乗
と
称
す
る
こ
と
を
聞
知
せ
ず
、
証
文
如
何
。

も

ん

ち

し
よ
う
も
ん
い

か

ん

問
う
て
い
う
、
諸
宗
い
ず
れ
の
宗
で
も
自
分
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
経
を
真
実
の
大
乗
と
い
い
、
他
宗
の
拠
り

ど
こ
ろ
と
す
る
経
は
方
便
の
大
乗
で
あ
る
と
い
う
の
は
常
の
習
い
で
あ
る
。
故
に
末
学
の
者
が
諸
宗
の
主
張
の

い
ず
れ
が
是
か
非
か
を
定
め
に
く
い
と
思
う
が
、
法
華
経
に
比
べ
れ
ば
諸
大
乗
経
は
み
な
小
乗
で
あ
る
と
い
う

証
文
を
い
ま
だ
聞
い
た
こ
と
が
な
い
、
一
体
そ
の
証
文
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。

答
え
て
云
く
、
宗
宗
の
立
義
互
に
是
非
を
論
ず
。
な
か
ん
ず
く
、
末
法
に
お
い
て
、
世
間
・
出
世
に
つ

り
ゆ
う
ぎ
た
が
い

ま
つ
ぽ
う

せ

け

ん

し
ゆ
つ
せ

い
て
非
を
先
と
し
是
を
後
と
す
。
自
ら
是
非
を
知
ら
ず
、
愚
者
の
歎
ず
べ
き
と
こ
ろ
な
り
。
た
だ
し
し

ひ

さ
き

ぜ

の
ち

み
ず
か

ぐ

し

や

た
ん

ば
ら
く
我
等
が
智
を
も
つ
て
、
四
十
余
年
の
現
文
を
看
る
に
、
こ
の
文
を
破
る
文
な
け
れ
ば
、
人
の
是
非

わ

れ

ら

ち

み

を
信
用
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
そ
の
上
、
法
華
経
に
対
し
て
、
諸
の
大
乗
経
を
小
乗
と
称
す
る
こ
と
は
、

自
答
を
存
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。

じ

と

う答
え
て
い
う
、
諸
宗
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
立
義
に
つ
い
て
互
い
に
是
非
を
論
じ
あ
っ
て
い
て
判
定
は
な
か
な
か
困

難
で
あ
る
。
と
く
に
末
法
に
お
い
て
は
、
世
間
の
こ
と
に
も
仏
法
の
こ
と
に
も
非
理
を
優
先
さ
せ
道
理
を
後
ま

わ
し
に
し
て
い
る
の
で
、
自
分
で
是
非
を
弁
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
愚
者
の
歎
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
と

わ
き
ま

り
あ
え
ず
自
分
の
浅
い
智
恵
で
、
無
量
義
経
の
「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」
と
い
う
眼
前
の
経
文
を
見
る
時
、
こ

線
末法　　仏教の時代観である正法時・像法時・末法時の三時の一で、釈尊入滅後二千年を過ぎた濁悪の時代。仏の教えだけが残り、人がいくら修行しても悟りを得ることのできない時代で、末代・末世ともいう。仏法が次第に衰え滅びていくという末法思想は、インドでは六世紀ごろに、中国では隋・唐の時代に見られる。日本では平安時代から広まり、鎌倉仏教の法然・親鸞・道元などの宗教は、いずれも末法思想をどのように受けとめ克服するかというところに生まれた。日蓮聖人は末法の時代と人びとを救う教えは妙法蓮華経に限ると、題目の受持を勧めた。
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の
文
を
破
る
ほ
ど
の
文
が
な
い
限
り
は
、
諸
宗
の
人
師
の
立
て
た
是
非
の
判
定
を
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
上
ま
た
法
華
経
に
比
べ
て
諸
大
乗
経
を
小
乗
と
い
う
の
は
、
自
分
が
勝
手
に
答
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
、

経
文
の
証
拠
を
示
そ
う
。

法
華
経
の
方
便
品
に
云
く
、「
仏
は
自
ら
大
乗
に
住
し
た
ま
え
り
。
乃
至
、
自
ら
無
上
道
大
乗
平
等
の
法

ほ
う
べ
ん
ほ
ん

み
ず
か

な

い

し

む
じ
よ
う
ど
う

を
証
し
て
、
も
し
小
乗
を
も
つ
て
化
す
る
こ
と
乃
至
一
人
に
お
い
て
も
せ
ば
、
我
則
ち
慳
貪
に
堕
せ
ん
。

な

い

し

い
ち
に
ん

わ
れ

け
ん
ど
ん

だ

此
の
事
は
為
め
て
不
可
な
り
」
と
。

じ

さ
だ

ふ

か

法
華
経
の
方
便
品
に
「
仏
は
自
ら
大
乗
に
住
せ
ら
れ
、（
中
略
）
自
ら
無
上
道
で
あ
る
大
乗
の
平
等
大
慧
の
法

を
証
ら
れ
た
。
も
し
小
乗
の
法
を
も
っ
て
衆
生
を
教
化
す
れ
ば
、
そ
れ
が
た
だ
一
人
に
対
し
て
で
あ
っ
て
も
、

さ
と

仏
が
法
を
惜
し
ん
だ
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
れ
は
不
可
で
あ
る
」
と
あ
る
。

こ
の
文
の
意
は
、
法
華
経
よ
り
外
の
諸
経
を
皆
小
乗
と
説
け
る
な
り
。
ま
た
寿
量
品
に
云
く
、「
小
法
を
楽

こ
こ
ろ

じ
ゆ
り
よ
う
ほ
ん

し
よ
う
ぼ
う

ね
が

え
る
」
と
。
こ
れ
ら
の
文
は
、
法
華
経
よ
り
外
の
四
十
余
年
の
諸
経
を
皆
小
乗
と
説
け
る
な
り
。
天
台
・

て
ん
だ
い

妙
楽
の
釈
に
お
い
て
、
四
十
余
年
の
諸
経
を
小
乗
な
り
と
釈
す
と
も
、
他
師
こ
れ
を
許
す
べ
か
ら
ず
。

み
よ
う
ら
く

し
や
く

故
に
た
だ
経
文
を
出
す
な
り
。

い
だ

こ
の
経
文
は
法
華
経
以
外
の
諸
大
乗
経
を
指
し
て
、
す
べ
て
小
乗
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
寿
量
品
に
「
小
法
を

願
う
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
経
文
は
法
華
経
以
外
の
四
十
余
年
の
諸
大
乗
経
を
指
し
て
す
べ
て
小
乗
と
説
か
れ

線
てんだいだいしちぎ　天台大師智顗　　538～597。天台宗の開祖。中国の南北朝から隋にかけて中国仏教を統一し、天台教学を樹立した。法華玄義・法華文句・摩訶止観の天台三大部を講述し、法華経が最高真実の教えであるとする五時八教説を立て、一念三千の実践行を説いた。日蓮聖人の教学は天台の思想に大きな影響を受けているが、聖人は、天台は法華経迹門中心の思想で、自らは本門中心であると区別している。

線
みょうらくだいし　妙楽大師　　711～782。湛然（たんねん）。中国天台宗第六祖。荊渓（けいけい）大師とも称する。天台教学の宣揚につとめ、華厳宗や法相宗・真言宗などの教学を意識しつつ、天台三大部の注釈である法華玄義釈籤・（しやくせん）法華文句記・摩訶止観輔行伝弘決（ふぎようでんぐけつ）をはじめ多数の著述において、諸宗の見解を批判し、天台円教の優秀さを主張したので、天台宗中興の祖とされる。日蓮聖人は天台大師と同じく妙楽大師の法華超勝思想を継承している。
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た
経
文
の
例
で
あ
る
。
天
台
大
師
や
妙
楽
大
師
の
注
釈
に
も
四
十
余
年
の
諸
経
を
小
乗
と
記
し
て
い
る
が
、
他

宗
の
人
師
は
天
台
等
の
解
釈
を
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
今
は
こ
れ
を
省
略
し
て
た
だ
経
文
の
証
拠
だ
け
を

示
し
た
の
で
あ
る
。

第
四
に
、
し
ば
ら
く
権
経
を
閣
い
て
実
経
に
就
く
こ
と
を
明
か
さ
ば
、

ご
ん
き
よ
う

さ
し
お

つ

第
四
に
と
り
あ
え
ず
方
便
経
を
捨
て
て
真
実
経
に
帰
依
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。

問
う
て
曰
く
、
証
文
如
何
。

い
わ

し
よ
う
も
ん
い

か

ん

問
う
て
い
う
、
そ
の
証
拠
の
経
文
は
何
か
。

答
え
て
曰
く
、
十
の
証
文
あ
り
。

答
え
て
い
う
、
十
の
経
文
の
証
拠
が
あ
る
。

法
華
経
に
云
く
、「
た
だ
楽
つ
て
大
乗
経
典
を
受
持
し
て
、
乃
至
余
経
の
一
偈
を
も
受
け
ざ
れ
」
と
〈
こ

ね
が

じ

ゆ

じ

な

い

し

れ
一
〉。

第
一
に
法
華
経
譬
喩
品
に
「
た
だ
大
乗
経
典
を
信
じ
持
つ
こ
と
だ
け
を
願
っ
て
、
他
の
経
の
一
偈
す
ら
信
じ
て

ひ

ゆ
ひ
ん

た
も

げ

は
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

涅
槃
経
に
云
く
、「
了
義
経
に
依
つ
て
不
了
義
経
に
依
ら
ざ
れ
」
と
〈
四
十
余
年
を
不
了
義
経
と
云
う
。

り
よ
う
ぎ
き
よ
う

線
了義経　　涅槃経に出る語で、仏法の真実の教理を直接に完全明白に述べ尽くしている経のこと。これに対して方便の教えを説いているのが不了義経。日蓮聖人は一切経の中で法華経だけが本当の了義経であるとする。
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こ
れ
二
〉。

第
二
に
涅
槃
経
如
来
性
品
に
「
真
実
を
説
き
尽
く
し
て
い
る
経
に
よ
っ
て
、
真
実
を
顕
わ
し
て
い
な
い
経
に
よ

っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
こ
れ
は
法
華
経
以
前
の
四
十
余
年
の
大
小
乗
の
経
々
を
不
了
義
経
と
い
っ
た
文

で
あ
る
。

法
華
経
に
云
く
、「
此
の
経
は
持
ち
難
し
、
も
し
暫
く
も
持
つ
者
は
、
我
即
ち
歓
喜
す
、
諸
仏
も
ま
た
然

た
も

わ
れ

し
か

な
り
、
か
く
の
ご
と
き
の
人
は
諸
仏
の
歎
め
た
も
う
と
こ
ろ
な
り
、
こ
れ
則
ち
勇
猛
な
り
、
こ
れ
則
ち
精
進

ほ

ゆ
う
み
よ
う

し
よ
う
じ
ん

な
り
、
こ
れ
を
戒
を
持
ち
、
頭
陀
を
行
ず
る
者
と
名
づ
く
」〈
末
代
に
お
い
て
四
十
余
年
の
持
戒
な
し
。

ず

だ

ぎ
よ
う

じ

か

い

た
だ
法
華
経
を
持
つ
を
持
戒
と
な
す
。
こ
れ
三
〉。

第
三
に
法
華
経
宝
塔
品
に
「
こ
の
経
は
持
ち
が
た
い
経
で
あ
る
。
も
し
し
ば
ら
く
の
間
で
も
持
つ
者
が
あ
れ
ば
、

わ
れ
も
諸
仏
も
み
な
同
じ
く
歓
喜
し
て
、
こ
の
人
を
讃
歎
す
る
。
こ
れ
こ
そ
勇
猛
の
人
で
あ
り
、
精
進
の
人
で

さ
ん
だ
ん

あ
り
、
ま
た
戒
律
を
持
っ
て
清
浄
の
行
を
行
ず
る
者
と
名
づ
け
る
」
と
い
う
。
末
代
に
は
、
四
十
余
年
の
よ
う

に
細
か
く
定
め
ら
れ
た
戒
律
を
持
た
な
く
て
も
よ
い
。
た
だ
法
華
経
を
持
つ
こ
と
が
持
戒
で
あ
る
。

涅
槃
経
に
云
く
、「
乗
に
お
い
て
緩
な
る
者
は
、
乃
ち
名
づ
け
て
緩
と
な
す
。
戒
に
お
い
て
緩
な
る
者

じ
よ
う

か
ん

す
な
わ

か
い

を
ば
名
づ
け
て
緩
と
せ
ず
。
菩
薩
摩
訶
薩
、
こ
の
大
乗
に
お
い
て
心
懈
慢
せ
ず
ん
ば
、
こ
れ
を
奉
戒
と
名

ま

か

さ
つ

け

ま

ん

ぶ

か

い

づ
く
。
正
法
を
護
る
が
た
め
に
、
大
乗
の
水
を
も
つ
て
自
ら
澡
浴
す
。
こ
の
故
に
菩
薩
破
戒
を
現
ず
と

し
よ
う
ぼ
う

み
ず
か

そ
う
よ
く

は

か

い

線
頭陀　　煩悩の垢を払い落とし、衣食住に関する貪（むさぼ）りの心を払いすて、ひたすら仏道の修行をすること。これに衣について二、食について四、住について六の十二種の行法がある。
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い
え
ど
も
、
名
づ
け
て
緩
と
な
さ
ず
」〈
こ
の
文
は
法
華
経
の
戒
を
流
通
す
る
文
な
り
。
こ
れ
四
〉。

る

つ

う

第
四
に
涅
槃
経
如
来
性
品
に
「
教
乗
の
修
行
に
励
ま
な
い
者
は
怠
る
者
と
名
づ
け
る
が
、
戒
律
を
守
ら
な
い
者

を
怠
る
者
と
は
呼
ば
な
い
。
菩
薩
よ
、
こ
の
大
乗
経
の
信
仰
に
怠
り
の
心
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が

戒
律
を
持
つ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
正
法
を
護
る
た
め
に
大
乗
の
水
を
自
ら
そ
そ
ぎ
浴
す
る
菩
薩
は
た
と
え
破
戒

の
行
為
が
あ
っ
て
も
怠
る
者
と
は
呼
ば
な
い
」
と
あ
る
。
こ
の
経
文
は
法
華
経
の
戒
律
を
広
く
弘
め
る
た
め
に

詳
し
く
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

法
華
経
第
四
に
云
く
、「
妙
法
華
経
、
乃
至
、
皆
こ
れ
真
実
な
り
」
と
〈
こ
の
文
は
多
宝
の
証

明
な
り
。

み
よ
う
ほ
け

き
よ
う

な

い

し

た

ほ

う

し
よ
う
み
よ
う

こ
れ
五
〉。

第
五
に
法
華
経
第
四
巻
の
宝
塔
品
に
「
妙
法
華
経
を
大
衆
の
た
め
に
よ
く
ぞ
説
か
れ
た
。
釈
迦
牟
尼
世
尊
の
所

説
は
、
み
な
真
実
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
多
宝
如
来
の
証
明
の
文
で
あ
る
。

法
華
経
第
八
に
普
賢
菩
薩
誓
つ
て
云
く
、「
如
来
の
滅
後
に
お
い
て
、
閻
浮
提
の
内
に
広
く
流
布
せ
し
め

ふ

げ

ん

え

ん

ぶ

だ

い

る

ふ

て
断
絶
せ
ざ
ら
し
め
ん
」
と
〈
こ
れ
六
〉。

だ
ん
ぜ
つ

第
六
に
法
華
経
第
八
巻
の
普
賢
菩
薩
勧
発
品
に
普
賢
菩
薩
が
誓
っ
た
言
葉
に
「
如
来
の
滅
度
の
後
に
、
こ
の
経

か
ん
ぼ
つ
ぽ
ん

を
広
く
全
世
界
に
流
布
さ
せ
て
決
し
て
断
絶
さ
せ
な
い
」
と
あ
る
。

法
華
経
第
七
に
云
く
、「
我
が
滅
度
の
後
、
後
の
五
百
歳
の
中
に
、
閻
浮
提
に
お
い
て
断
絶
せ
し
む
る
こ

わ

の
ち

の
ち

線
普賢菩薩　　釈尊の脇士（きようじ）として右脇に侍し、理・定・行の徳をつかさどり、もろもろの菩薩たちの上首として仏の教化を助ける。法華経勧発品では、法華経を信ずる者のために白象に乗って現われ行者を守護すると説く。日蓮聖人は、大曼荼羅本尊の中に迹化の菩薩の代表として列ねている。

町　行象
線
閻浮提　　閻浮は樹木の名、提は洲と訳す。仏教の宇宙観では、宇宙の中心に須弥山（しゆみせん）があり、その四方に四大洲があって、南を閻浮提という。われわれの住む世界、現実の人間世界、娑婆世界をいう。
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と
な
け
ん
」
と
〈
釈
迦
如
来
の
誓
い
な
り
。
こ
れ
七
〉。

第
七
に
法
華
経
第
七
巻
の
薬
王
品
に
「
わ
が
滅
度
の
後
、
第
五
の
五
百
歳
に
こ
の
経
が
こ
の
世
界
の
内
で
断
絶

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
釈
迦
如
来
の
誓
い
の
言
葉
で
あ
る
。

法
華
経
第
四
に
多
宝
並
に
十
方
の
諸
仏
来
集
の
意
趣
を
説
い
て
云
く
、「
法
を
し
て
久
し
く
住
せ
し
め
ん

た

ほ

う

じ
つ
ぽ
う

ら
い
じ
ゆ
う

い

し

ゆ

が
故
に
、
こ
こ
に
来
至
し
た
ま
え
り
」
と
〈
こ
れ
八
〉。

ら

い

し

第
八
に
法
華
経
第
四
巻
の
宝
塔
品
に
、
東
方
の
宝
浄
世
界
の
多
宝
如
来
や
十
方
の
世
界
で
教
化
し
て
い
た
分
身

の
諸
仏
が
釈
尊
の
も
と
に
集
ま
り
来
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
「
こ
の
法
を
後
々
ま
で
も
こ
の
世
に
留
め
置
く
た

の
ち

め
に
、
こ
の
世
界
に
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

法
華
経
第
七
に
法
華
経
を
行
ず
る
者
の
住
処
を
説
い
て
云
く
、「
如
来
の
滅
後
に
お
い
て
、
ま
さ
に
一
心

ぎ
よ
う

す

み

か

に
受
持
し
読
誦
し
解
説
し
書
写
し
て
、
説
の
如
く
修
行
す
べ
し
。
所
在
の
国
土
に
、
乃
至
、
も
し
は

じ

ゆ

じ

ど
く
じ
ゆ

げ

せ

つ

し
よ
し
や

ご
と

し
ゆ
ぎ
よ
う

し
よ
ざ
い

経
巻
所
住
の
処
、
も
し
は
園
の
中
に
お
い
て
も
、
も
し
は
林
の
中
に
お
い
て
も
、
も
し
は
樹
の
下
に
お

き
よ
う
が
ん
し
よ
じ
ゆ
う

そ
の

き

も
と

い
て
も
、
も
し
は
僧
坊
に
お
い
て
も
、
も
し
は
白
衣
の
舎
に
て
も
、
も
し
は
殿
堂
に
あ
つ
て
も
、
も
し
は

そ
う
ぼ
う

び
や
く
え

い
え

で
ん
ど
う

山
谷
曠
野
に
て
も
、
こ
の
中
に
皆
塔
を
起
て
て
供
養
す
べ
し
。
所
以
は
何
ん
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
こ
の

せ
ん
ご
く

こ

う

や

た

ゆ

え

い
か

処
は
即
ち
こ
れ
道
場
な
り
。
諸
仏
こ
こ
に
お
い
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
」
と
〈
こ
れ
九
〉。

あ

の

く

た

ら

さ
ん
み
や
く
さ
ん
ぼ
だ
い

う
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第
九
に
法
華
経
第
七
巻
の
如
来
神
力
品
に
、
法
華
経
を
修
行
す
る
人
の
住
処
を
説
い
て
「
如
来
の
滅
後
に
は
一

心
に
こ
の
経
を
受
持
し
、
読
誦
し
、
解
説
し
、
書
写
し
て
、
経
文
の
説
く
通
り
に
修
行
す
る
が
よ
い
。
諸
仏
の

国
土
に
（
中
略
）
も
し
は
こ
の
経
の
あ
る
処
は
、
園
の
中
で
も
、
林
の
中
で
も
、
樹
の
下
で
も
、
僧
坊
で
も
、

俗
人
の
家
で
も
、
殿
堂
の
内
で
も
、
山
や
谷
や
広
い
野
原
で
も
、
こ
の
中
に
み
な
塔
を
起
て
て
供
養
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
は
正
し
く
法
華
経
の
道
場
で
あ
り
、
諸
仏
が
覚
り
を
開
か
れ
た
処
で
あ
る
か

ら
だ
」
と
あ
る
。

法
華
経
の
流
通
た
る
涅
槃
経
の
第
九
に
云
く
、「
我
が
涅
槃
の
後
、
正
法
い
ま
だ
滅
せ
ず
、
余
の
八
十
年
、

る

つ

う

ね

は

ん

の
ち

し
よ
う
ぼ
う

そ
の
時
、
こ
の
経
閻
浮
提
に
お
い
て
ま
さ
に
広
く
流
布
す
べ
し
。
こ
の
時
ま
さ
に
諸
の
悪
比
丘
あ
つ
て
、

え

ん
ぶ
だ
い

る

ふ

も
ろ
も
ろ

こ
の
経
を
抄

掠
し
て
分
つ
て
多
分
と
な
し
、
よ
く
正
法
の
色
・
香
・
味
・
美
を
滅
す
べ
し
。
こ
の
諸
の

し
よ
う
り
や
く

わ
か

し
き

こ
う

み

み

悪
人
、
ま
た
か
く
の
ご
と
き
経
典
を
読
誦
す
と
い
え
ど
も
、
如
来
の
深
密
の
要
義
を
滅
除
し
て
、
世
間
の

じ
ん
み
つ

よ

う

ぎ

せ

け

ん

荘
厳
の
文
飾
無
義
の
語
を
安
置
し
、
前
を
抄
し
て
後
に
著
け
、
後
を
抄
し
て
前
に
著
け
、
前
後
を
中
に

し
よ
う
ご
ん

も
ん
じ
き

む

ぎ

こ
と
ば

あ

ん

ち

ま
え

し
よ
う

の
ち

つ

著
け
、
中
を
前
後
に
著
け
ん
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
か
く
の
ご
と
き
諸
の
悪
比
丘
は
こ
れ
魔
の
伴
侶
な
り
。

は
ん
り
よ

第
十
に
法
華
経
の
流
通
分
で
あ
る
涅
槃
経
第
九
巻
の
如
来
性
品
に
「
わ
が
涅
槃
の
後
に
仏
の
正
法
が
滅
び
よ
う

と
し
て
八
十
年
を
余
す
時
、
こ
の
涅
槃
経
は
広
く
全
世
界
に
流
布
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
に
、
ま

さ
に
多
く
の
悪
僧
が
い
て
、
こ
の
経
を
か
す
め
と
り
、
い
く
つ
に
も
分
断
し
て
正
法
の
本
来
の
色
や
香
り
や
味
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わ
い
を
な
く
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
多
く
の
悪
人
は
こ
の
勝
れ
た
経
典
を
読
ん
だ
と
し
て
も
、
如
来
の

深
い
覚
り
の
重
要
な
意
義
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
か
え
っ
て
世
間
の
美
し
く
飾
っ
た
文
章
や
無
意

味
な
言
葉
を
付
け
加
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
前
の
文
を
抜
き
出
し
て
後
の
文
に
付
け
た
り
、
後
の
文
を
抜
き

出
し
て
前
の
文
に
付
け
た
り
、
前
後
に
あ
る
べ
き
文
を
中
間
に
付
け
た
り
、
中
間
に
あ
る
べ
き
文
を
前
後
の
文

に
付
け
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
多
く
の
悪
僧
は
仏
弟
子
で
は
な
く
悪
魔
の
仲
間
で
あ
る
。

乃
至
、
譬
え
ば
牧
牛
女
の
多
く
水
を
乳
に
加
う
る
が
ご
と
し
。
諸
の
悪
比
丘
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
雑

も
く
ご
に
よ

ま
じ

う
る
に
世
語
を
も
つ
て
し
、
こ
の
経
を
錯
り
定
め
、
多
く
の
衆
生
を
し
て
正
説
し
正
写
し
正
取
し
尊
重

せ

ご

あ
や
ま

し
よ
う
せ
つ

し
よ
う
し
や

し
よ
う
し
ゆ

そ
ん
じ
ゆ
う

し
讃
歎
し
供
養
し
恭
敬
す
る
こ
と
を
得
ざ
ら
し
む
。
こ
の
悪
比
丘
は
利
養
の
た
め
の
故
に
、
こ
の
経
を

さ
ん
だ
ん

く

よ

う

く
ぎ
よ
う

え

広
宣
流
布
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
分
流
す
べ
き
所
少
く
し
て
言
う
に
足
ら
ざ
る
こ
と
、
彼
の
牧
牛
の
貧
窮

こ
う
せ
ん

る

ふ

あ
た

ぶ

ん

る

す
く
な

た

か

も

く

ご

び
ん
ぐ
う

の
女
人
の
展
転
し
て
乳
を
売
る
に
、
乃
至
、
糜
と
成
す
に
乳
味
な
き
が
ご
と
し
。

に
よ
に
ん

て
ん
で
ん

か
ゆ

な

に
ゆ
う
み

（
中
略
）
た
と
え
ば
、
牛
飼
い
女
が
多
く
の
利
益
を
得
よ
う
と
し
て
牛
乳
に
た
く
さ
ん
の
水
を
加
え
て
売
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
悪
僧
た
ち
も
ま
た
同
じ
く
、
如
来
の
言
葉
に
世
間
の
浅
い
不
純
な
言
葉
を
混
入

し
て
、
こ
の
経
の
味
を
誤
り
定
め
、
多
く
の
衆
生
が
正
し
く
説
き
、
正
し
く
書
写
し
、
正
し
く
意
味
を
取
る
こ

と
を
で
き
な
く
し
、
こ
の
経
を
尊
重
し
、
讃
歎
し
、
供
養
し
、
敬
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
悪
僧
た
ち
は
私
利
私
欲
を
貪
る
た
め
に
、
こ
の
経
を
広
く
流
布
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
弘
ま
る
所

は
少
な
く
言
う
に
た
り
な
い
ほ
ど
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
道
理
で
、
あ
の
貧
し
い
牛
飼
い
の
女
が
乳
を
売
り
、
次
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々
に
転
売
し
て
（
中
略
）
最
後
に
買
っ
た
人
が
乳
が
ゆ
を
作
っ
て
も
乳
の
味
が
し
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
大
乗
経
典
大
涅
槃
経
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
展
転
し
薄
淡
に
し
て
気
味
あ
る
こ
と
な
し
。
気
味
な

は
く
た
ん

き

み

し
と
い
え
ど
も
、
な
お
余
経
に
勝
る
こ
と
こ
れ
一
千
倍
な
る
こ
と
、
彼
の
乳
味
の
諸
の
苦
味
に
お
い
て
千

ま
さ

く

み

倍
勝
る
と
な
す
が
ご
と
し
。
何
を
も
つ
て
の
故
に
、
こ
の
大
乗
経
典
大
涅
槃
経
は
声
聞
の
経
に
お
い
て

し
よ
う
も
ん

最
も
こ
れ
上
首
た
り
」
と
〈
こ
れ
十
〉。

こ
の
大
乗
経
典
大
涅
槃
経
も
ま
た
同
じ
く
、
次
第
に
伝
え
ら
れ
て
行
く
間
に
薄
く
淡
く
な
っ
て
、
そ
の
味
わ
い

も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
他
経
に
比
べ
れ
ば
一
千
倍
も
勝
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
か
の
乳
味
は
い
か
に
薄
く
な
っ
て
も
、
も
ろ
も
ろ
の
苦
味
に
比
べ
れ
ば
千
倍
も
勝
れ
て
い

る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
に
、
こ
の
大
乗
経
典
大
涅
槃
経
は
如
来
の
直
弟
子
た
ち
が
伝
え
た
経
々

の
中
で
最
も
勝
れ
た
位
置
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
不
了
義
経
を
捨
て
て
了
義
経
に
就
く
と
は
、
大
円
覚
修
多
羅
了
義
経
・
大
仏
頂
如
来
密
因

つ

だ
い
え
ん
が
く

し

ゆ

た

ら

り
よ
う
ぎ
き
よ
う

だ
い
ぶ
つ
ち
よ
う
に
よ
ら
い
み
つ
い
ん

修
証
了
義
経
、
か
く
の
ご
と
き
諸
の
大
乗
経
は
皆
了
義
経
な
り
。
依
用
す
べ
き
や
。

し
ゆ
し
よ
う
り
よ
う
ぎ
き
よ
う

も
ろ
も
ろ

え

よ

う

問
う
て
い
う
、
如
来
の
真
実
を
完
全
に
顕
わ
し
て
い
な
い
不
了
義
経
を
捨
て
て
、
完
全
に
説
き
顕
わ
し
て
い
る

了
義
経
に
従
え
と
い
う
な
ら
ば
、
大
円
覚
修
多
羅
了
義
経
や
大
仏
頂
如
来
密
因
修
証
了
義
経
な
ど
の
大
乗
経
は
、

経
名
に
了
義
経
と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
経
々
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
用
い
て
も
よ
い
か
ど
う
か
。
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答
え
て
曰
く
、
了
義
・
不
了
義
は
所
対
に
随
つ
て
不
同
な
り
。
二
乗
・
菩
薩
等
の
所
説
の
不
了
義
に
対
す

に
じ
よ
う

れ
ば
、
一
代
の
仏
説
は
皆
了
義
な
り
。
仏
説
に
就
い
て
、
ま
た
小
乗
経
は
不
了
義
、
大
乗
経
は
了
義
な
り
。

つ

大
乗
に
就
い
て
、
ま
た
四
十
余
年
の
諸
経
は
不
了
義
経
、
法
華
・
涅
槃
・
大
日
経
等
は
了
義
経
な
り
。
し

か
る
に
円
覚
・
大
仏
頂
等
の
諸
経
は
、
小
乗
及
び
歴
劫
修
行
の
不
了
義
経
に
対
す
れ
ば
了
義
経
な
り
。

り
や
つ
こ
う
し
ゆ
ぎ
よ
う

法
華
経
の
ご
と
き
了
義
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。

答
え
て
い
う
、
了
義
と
い
い
不
了
義
と
い
っ
て
も
、
比
べ
る
対
象
に
よ
っ
て
同
じ
で
は
な
い
。
声
聞
・
縁
覚
の

二
乗
や
菩
薩
の
説
い
た
不
了
義
経
に
比
べ
れ
ば
、
仏
の
説
か
れ
た
一
代
の
聖
教
は
み
な
了
義
経
で
あ
る
。
仏
の

説
か
れ
た
経
々
の
中
で
は
、
小
乗
経
は
不
了
義
経
で
あ
り
、
大
乗
経
は
了
義
経
で
あ
る
。
ま
た
大
乗
経
の
中
で

も
四
十
余
年
に
説
か
れ
た
華
厳
・
方
等
・
般
若
な
ど
の
諸
大
乗
経
は
不
了
義
経
で
あ
り
、
法
華
経
や
涅
槃
経
や

大
日
経
な
ど
は
了
義
経
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
円
覚
経
や
大
仏
頂
経
な
ど
は
、
小
乗
経
や
大
乗
経
の
中
の
成
仏
に

時
間
の
か
か
る
諸
経
に
比
べ
れ
ば
了
義
経
と
い
え
る
が
、
法
華
経
の
よ
う
な
一
切
の
経
に
比
べ
て
の
了
義
経
で

は
な
い
。

問
う
て
曰
く
、
華
厳
・
法
相
・
三
論
等
の
天
台
・
真
言
よ
り
以
外
の
諸
宗
の
高
祖
、
各
そ
の
依
憑
の
経

お
の
お
の

え
び
よ
う

経
に
依
り
て
、
そ
の
経
々
の
深
義
を
極
め
ん
と
欲
す
。
こ
れ
し
か
る
べ
き
や
、
如
何
。

じ

ん

ぎ

き
わ

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
華
厳
宗
・
法
相
宗
・
三
論
宗
な
ど
の
天
台
や
真
言
以
外
の
諸
宗
の
高
祖
た
ち
は
、
お
の
お
の
自

線
二乗　　声聞乗・縁覚乗のこと。二乗は現世における煩悩を断った聖者（阿羅漢）であるが、自己の完成だけをめざして他人の救済を忘れたものとして、大乗から小乗と非難された。大乗経典の多くは二乗を仏に成れないとしたが、法華経では二乗も本来菩薩であるという開会（かいえ）の立場から二乗の成仏を説く。日蓮聖人は、二乗作仏を法華経が諸経にすぐれる二大特色の一つとして強調した。
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分
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
信
ず
る
経
々
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
の
奥
義
を
極
め
た
と
思
っ
て
い
る
が
、
は
た
し
て

そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

答
え
て
云
く
、
華
厳
宗
の
ご
と
き
は
、
華
厳
経
に
依
り
て
諸
経
を
判
じ
て
、
華
厳
経
の
方
便
と
な
す
な
り
。

法
相
宗
の
ご
と
き
は
、
阿
含
・
般
若
等
を
卑
し
め
、
華
厳
・
法
華
・
涅
槃
を
も
つ
て
深
密
経
に
同
じ
、
同

い
や

じ
ん
み
つ
き
よ
う

ど
う

お
な

じ
く
中
道
教
と
立
つ
る
と
い
え
ど
も
、ま
た
法
華
・
涅
槃
は
一
類
の
一
乗
を
説
く
が
故
に
不
了
義
経
な
り
、

深
密
経
に
は
五
性
各
別
を
存
す
る
が
故
に
了
義
経
と
立
つ
る
な
り
。

ご
し
よ
う
か
く
べ
つ

答
え
て
い
う
、
華
厳
宗
は
華
厳
経
に
よ
っ
て
五
教
判
を
立
て
、
諸
経
は
華
厳
経
の
方
便
と
判
定
し
て
い
る
。
法

相
宗
は
三
時
教
判
を
立
て
て
、
阿
含
経
を
有
教
、
般
若
経
な
ど
を
空
教
と
卑
し
め
、
華
厳
経
・
法
華
経
・
涅
槃

う

く
う

経
の
三
経
を
自
ら
の
依
る
深
密
経
と
同
じ
だ
と
し
て
、
と
も
に
中
道
教
と
立
て
る
が
、
し
か
し
法
華
経
・
涅
槃

経
の
二
経
は
一
部
類
の
人
を
対
象
と
し
て
一
乗
の
成
仏
を
説
く
か
ら
不
了
義
経
で
あ
り
、
深
密
経
は
五
性
各
別

と
い
っ
て
、
人
の
性
分
に
五
種
類
の
区
別
が
あ
っ
て
仏
に
成
れ
る
者
と
成
れ
な
い
者
と
が
あ
る
と
説
く
か
ら
了

義
経
で
あ
る
と
い
う
。

三
論
宗
の
ご
と
き
は
、
二
蔵
を
立
て
て
一
代
を
摂
し
、
大
乗
に
お
い
て
浅
深
を
論
ぜ
ず
。
し
か
も
般
若
経

に

ぞ

う

い
ち
だ
い

せ
つ

を
も
つ
て
依
憑
と
な
す
。
こ
れ
ら
の
諸
宗
の
高
祖
、
多
分
は
四
依
の
菩
薩
な
る
か
。
定
め
て
所
存
あ
ら
ん
。

え
び
よ
う

た

ぶ

ん

し

え

し
よ
ぞ
ん

是
非
に
及
ば
ず
。

ぜ

ひ

線
　華厳宗　　南都六宗の一。華厳経を依経として立てられた宗派。五教十宗の教判を立てて一代仏教を判釈し、華厳経を最高の経典とし、法界縁起の世界観を説く。日本へは天平八年（七三六）に道璿（どうせん）が伝えた。日蓮聖人は、華厳宗は大乗諸宗の中ではすぐれたものであるが、二乗作仏・久遠実成を説かないから、法華宗より劣ると批判する。

線
法相宗　　南都六宗の一。解深密経（げじんみつきよう）・成唯識論（じようゆいしきろん）など六経十一論を所依とし、中国唐代の玄奘が伝え、慈恩大師窺基（きき）が開いた。唯識の立場から諸法のあり方（法相）を分析し究明するので法相宗という。日本では南都六宗の中で最もさかんであり、三乗説を主張して一乗を説く天台宗や三論宗と論争を展開した。日蓮聖人は法華経至上主義に立って、法相宗の三乗真実説を邪義謗法と批判している。

線
深密経　　玄奘訳、解深密（げじんみつ）経五巻のこと。法相宗の根本聖典。万有の存在の実性を明かし、実践の行法を説く。一切は心の現われであるという唯識思想を初めて説いた経とされる。日蓮聖人は、天台智顗の五時教判にもとづき、深密経を第三時方等部所属の方便権経と批判する。

線
五性各別　　法相宗では衆生が先天的に具え決して変えることのできない性質を、菩薩定性（じようしよう）・縁覚定性・声聞定性・不定性・無性（むしよう）の五に分け、第一と第四の一分とは成仏できるが、第二・第三・第五の三種と第四の一分とは成仏できないと説いて、すべての者の成仏を認める法華宗と対立する。

線
三論宗　　南都六宗の一。竜樹の中論・十二門論とその弟子提婆（だいば）の百論との三部の論にもとづいて立てられた宗。三論は鳩摩羅什によって漢訳され、吉蔵により大成された。日本へは六二五年に慧灌（えかん）によって伝えられた。

線
二蔵　　三論宗の教判。声聞・縁覚の二乗の道を説いた声聞蔵＝小乗と、菩薩の道を説いた菩薩蔵＝大乗のこと。小乗と大乗との区別を立てるが、大乗経の中での区別は説かない。
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三
論
宗
は
声
聞
蔵
と
菩
薩
蔵
と
の
二
蔵
の
教
判
を
立
て
て
一
代
の
仏
教
を
判
定
し
、
大
乗
菩
薩
蔵
に
お
い
て
は

浅
深
の
区
別
を
論
じ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
般
若
経
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
宗
の
高
祖

は
、
も
し
か
す
る
と
仏
の
教
え
を
伝
え
て
衆
生
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
導
師
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
こ

の
よ
う
な
教
判
を
さ
れ
る
こ
と
は
き
っ
と
深
い
考
え
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
末
代
の
わ
れ

ら
が
こ
れ
に
つ
い
て
是
非
を
批
判
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

し
か
り
と
い
え
ど
も
、
自
身
の
疑
い
を
晴
ら
さ
ん
が
た
め
に
、
し
ば
ら
く
人
師
の
異
解
を
閣
い
て
、
諸

い

げ

さ
し
お

宗
の
依
憑
の
経
々
を
開
き
見
る
に
、
華
厳
経
は
旧
訳
は
五
十
・
六
十
、
新
訳
は
八
十
・
四
十
な
り
。
そ
の

え
び
よ
う

く

や

く

し
ん
や
く

中
に
法
華
・
涅
槃
の
ご
と
く
一
代
聖

教
を
集
め
て
方
便
と
な
す
の
文
な
し
。
四
乗
を
説
く
と
い
え
ど
も
、

い
ち
だ
い
し
よ
う
ぎ
よ
う

そ
の
中
の
仏
乗
に
お
い
て
十
界
互
具
・
久
遠
実
成
を
説
か
ず
。
た
だ
し
人
師
に
至
り
て
五
教
を
立
て
て
、

じ
つ
か
い

ご

ぐ

く

お

ん
じ
つ
じ
よ
う

に

ん

し

先
の
四
教
に
諸
経
を
収
め
て
華
厳
経
の
方
便
と
な
す
。

し
か
し
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
は
自
分
の
疑
い
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
諸
宗
の
人

師
の
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
は
放
っ
て
お
い
て
、
諸
宗
の
人
師
が
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
経
々
を
直
接
に
開
い
て

調
べ
て
み
よ
う
。
ま
ず
華
厳
経
は
旧
訳
で
は
五
十
巻
ま
た
は
六
十
巻
、
新
訳
で
は
八
十
巻
ま
た
は
四
十
巻
で
あ

る
が
、
そ
の
中
の
ど
こ
に
も
法
華
経
や
涅
槃
経
に
あ
る
よ
う
に
、
仏
一
代
の
聖
教
を
こ
と
ご
と
く
集
め
て
方
便

で
あ
る
と
い
っ
た
明
瞭
な
経
文
は
一
箇
所
も
な
い
。
ま
た
声
聞
乗
・
縁
覚
乗
・
菩
薩
乗
・
仏
乗
の
四
乗
の
浅
深

を
説
く
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
の
仏
乗
を
説
く
と
き
、
仏
教
の
最
高
教
理
で
あ
る
十
界
互
具
と
久
遠
実
成
と
を
説

町　行象
線
旧訳・新訳　　中国の仏典翻訳史において、唐代の玄奘およびそれ以後を新訳といい、それ以前の訳経を旧訳と呼ぶ。さらに旧訳を区分して、鳩摩羅什以前の訳を古訳（こやく）ということもある。

線
一代聖教　　一代とは釈尊が菩提樹の下で悟りを開いてから入滅するまでをいい、聖教とは釈尊が衆生を救済するために説いた教えをいう。全仏教をさす。天台智顗は一代聖教を五時八教に整理体系づけ、釈尊一代の説法の真意は法華経にあることを明らかにした。日蓮聖人も天台の説を受けつぎ、法華経の最勝真実を強調した。

線
十界互具　　十界とは、迷いと悟りの世界を十に分けたもので、地獄・餓鬼・畜生・修羅・人・天の六道（輪廻転生（りんねてんしよう）する迷いの世界）と、声聞・縁覚・菩薩・仏の四聖（ししよう）（悟りの世界）をいい、六道四聖ともいう。互具とは、これら十界のそれぞれには、地獄の中にも仏があるというように、他の九界がそなわっていること。天台智顗（ちぎ）がはじめて説いたもので一念三千論の基本となる教理である。十界が互いに十界をそなえて百界、百界に十如是（によぜ）を相乗して千如是、千如是に三世間を相乗して三千世間となり、この三千世間がわれわれ凡夫の一念にそなわっているとする。一念三千論において智顗が十如是を中心としたのに対して、日蓮聖人は十界互具を一念三千論の基本とし成仏の原理とした。聖人は凡夫が仏と成ることができるのは、人界に仏界がそなわっていてはじめて可能であると説く。

線
久遠実成　　釈尊はインドのブッダガヤーにおいてはじめて覚りを開いたのではなく、悠久の昔に成仏しているということ。法華経の二大法門の一つで、後半十四品（本門）の中心思想。特に如来寿量品で説き顕される。ブッダガヤーの菩提樹の下で覚りを開いたではなく、真実は悠久の過去に仏と成り、それより常に人びとを教化し救済してきた。久遠の本仏、無始の古仏ともいう。日蓮聖人は二乗作仏（さぶつ）とともに法華最勝の論拠とする。

線
五教　　華厳宗の教判。小乗教（阿含経など）・大乗始教（般若経・解深密経（げじんみつきよう）など）・大乗終教（起信論など）・大乗頓教（維摩（ゆいま）経など）・一乗円教（華厳経・法華経など）の五教に分け、さらに円教に同別二教を立てて、諸教を超えた無尽の仏法を説く華厳経を絶対的な別教一乗として上位に、法華経を三乗に共通する同教一乗として下位に置いた。
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い
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
法
華
経
を
批
判
の
対
象
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
中
国
の

杜
順
や
法
蔵
や
澄

観
な
ど
の
人
師
が
小
乗
教
・
大
乗
始
教
・
大
乗
終
教
・
大
乗
頓
教
・
大
乗
円
教
の
五
教
判

と
じ
ゆ
ん

ほ
う
ぞ
う

ち
よ
う
か
ん

を
立
て
て
、
前
の
四
教
に
す
べ
て
の
諸
経
を
収
め
て
華
厳
経
の
方
便
で
あ
る
と
し
た
。

法
相
宗
の
ご
と
き
は
、
三
時
教
を
立
つ
る
時
、
法
華
等
を
も
つ
て
深
密
経
に
同
ず
と
い
え
ど
も
、
深
密
経

五
巻
を
開
き
見
る
に
、
全
く
法
華
等
を
も
つ
て
中
道
の
内
に
入
れ
ず
。

ま
た
法
相
宗
は
有
相
教
・
無
相
教
（
空
教
）・
中
道
教
の
三
時
教
判
を
立
て
て
、
第
三
時
中
道
教
の
中
に
法
華

う
そ
う

経
を
収
め
て
、
法
華
経
と
深
密
経
と
同
等
で
あ
る
と
す
る
が
、
深
密
経
五
巻
を
開
い
て
み
る
に
、
ど
こ
に
も
法

華
経
な
ど
を
第
三
中
道
教
に
入
れ
る
明
瞭
な
経
文
は
な
い
の
で
あ
る
。

三
論
宗
の
ご
と
き
は
、
二
蔵
を
立
つ
る
時
、
菩
薩
蔵
に
お
い
て
華
厳
・
法
華
等
を
収
め
般
若
経
に
同
ず
と

い
え
ど
も
、
新
訳
の
大
般
若
経
を
開
き
見
る
に
、
全
く
大
般
若
を
も
つ
て
法
華
・
涅
槃
に
同
ず
る
の
文
な

し
。
華
厳
は
頓
教
・
法
華
は
漸
教
等
と
は
、
人
師
の
意
楽
に
し
て
仏
説
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

と
ん
ぎ
よ
う

ぜ
ん
ぎ
よ
う

い
ぎ
よ
う

三
論
宗
は
声
聞
蔵
・
菩
薩
蔵
の
二
蔵
の
教
判
を
立
て
て
、
菩
薩
蔵
の
中
に
華
厳
経
や
法
華
経
な
ど
を
入
れ
て
般

若
経
と
同
等
で
あ
る
と
す
る
が
、
新
訳
六
百
巻
の
大
般
若
経
を
開
い
て
み
る
に
、
大
般
若
経
と
法
華
経
・
涅
槃

経
と
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
経
文
は
ま
っ
た
く
な
い
。
ま
た
天
台
大
師
以
前
の
江
南
の
三
師
が
立
て
た
と
い
う

華
厳
経
は
頓
教
で
あ
り
、
法
華
経
は
漸
教
で
あ
る
と
い
う
教
判
は
、
人
師
の
勝
手
な
私
見
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

線
頓教・漸教　　頓はすみやかに、漸は漸次に、の意。説法の内容や形式からの区別で、教判に用いられる。すみやかに悟りを得ることのできる教えが頓教で、順序を経て長い間漸進的に修行して悟りを得るのが漸教。また、いきなり深い内容を説くのが頓教で、浅い内容から深い内容へと漸次に説き進めるのが漸教。

線
三時教　　法相宗の教判。法相宗では釈尊一代の教説を第一時の有教（うきよう）（阿含経など）・第二時の空教（般若経など）・第三時の中道教（華厳経・深密（じんみつ）経など）の三時に分ける。中道教は宇宙万有の真実の相を有または空とする両極端の考えから離れ、非有非空（ひうひくう）の中道を顕わした最上の教とする。
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っ
て
、
ま
っ
た
く
経
文
に
も
と
づ
い
た
説
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

法
華
経
の
ご
と
き
は
、
序
分
の
無
量
義
経
に
慥
に
「
四
十
余
年
」
の
年
限
を
挙
げ
、
華
厳
・
方
等
・
般

た
し
か

よ

若
等
の
大
部
の
諸
経
の
題
名
を
呼
ん
で
「
未
顕
真
実
」
と
定
め
、
正

宗
の
法
華
経
に
至
り
て
一
代
の
勝

だ

い

ぶ

み

け

ん

し
ん
じ
つ

し
よ
う
し
ゆ
う

劣
を
定
む
る
時
、「
我
が
所
説
の
経
典
無
量
千
万
億
に
し
て
、
已
に
説
き
今
説
き
当
に
説
か
ん
」
と
の
金
言

す
で

き
ん
げ
ん

を
吐
き
て
、「
し
か
も
そ
の
中
に
お
い
て
、
こ
の
法
華
経
は
最
も
こ
れ
難
信
難
解
な
り
」
と
説
き
た
も
う

な
ん
し
ん

な

ん

げ

時
、
多
宝
如
来
地
よ
り
涌
出
し
て
、「
妙
法
華
経
、
皆
是
真
実
」
と
証

誠
し
、
分
身
の
諸
仏
は
十
方
よ

た

ほ

う

ゆ
じ
ゆ
つ

み
よ
う
ほ

け

き

よ

う

か

い

ぜ

し
ん
じ
つ

し
よ
う
じ
よ
う

ふ
ん
じ
ん

じ
つ
ぽ
う

り
尽
く
一
処
に
集
り
て
、
舌
を
梵
天
に
付
け
た
も
う
。

こ
と
ご
と

ぼ
ん
で
ん

と
こ
ろ
が
法
華
経
の
場
合
は
こ
れ
ら
の
諸
経
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
序
分
の
無
量
義
経
に
明
瞭
に
「
四
十
余

年
」
と
年
限
を
挙
げ
て
、
そ
の
間
に
説
か
れ
た
華
厳
経
・
方
等
部
の
諸
経
・
般
若
経
な
ど
の
代
表
的
経
典
の
題

名
を
あ
げ
て
、
こ
れ
を
「
未
顕
真
実
」
と
判
定
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
正
宗
分
の
法
華
経
で
は
一
代
聖
教
の

勝
劣
を
定
め
る
時
、
法
師
品
に
、「
我
が
説
い
て
き
た
と
こ
ろ
の
経
典
は
無
量
千
万
億
で
あ
っ
て
、
已
に
説
き
、

今
説
き
、
当
に
説
く
」
と
三
説
を
挙
げ
て
、「
そ
の
中
で
こ
の
法
華
経
が
最
も
信
じ
が
た
く
解
り
が
た
い
」
と

ま
さ

定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
多
宝
如
来
は
大
地
よ
り
涌
出
し
て
「
妙
法
華
経
の
説
は
み
な
是
れ
真
実
で

あ
る
」
と
宝
塔
品
で
証
明
さ
れ
、
分
身
の
諸
仏
は
十
方
世
界
か
ら
集
ま
り
来
た
っ
て
、
神
力
品
で
広
長
舌
を

こ
う
ち
よ
う
ぜ
つ

梵
天
に
つ
け
て
法
華
経
の
説
の
誤
り
な
き
こ
と
を
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

線
序正流通　　序分・正宗分・流通分のこと。経典などを解釈する時、その内容から三段に分科する時の名称。序分とは教義を明かす前提となるいわれ、因縁段のこと、正宗分とは教義の中心を明かす正説段のこと、流通分とは経の利益を説いてその流通を促す部分のこと。日蓮聖人は、仏一代五十年の説法を序正流通の三段に分け、次第に中心を絞り込んで、一代仏教の中心は法華経寿量品にあるとした。

線
多宝如来東方宝浄世界の教主で、入滅した後に法華経の説かれるどのような場所にでも出現して、法華経が真実であることを証明する仏。法華経宝塔品で七宝塔とともに大地から涌現し、生身の釈尊と並座することによって久遠実成の仏身をも証明する仏。日蓮聖人はこの多宝如来の証明を法華最勝の論拠の一つとしている。

線
序正流通　　序分・正宗分・流通分のこと。経典などを解釈する時、その内容から三段に分科する時の名称。序分とは教義を明かす前提となるいわれ、因縁段のこと、正宗分とは教義の中心を明かす正説段のこと、流通分とは経の利益を説いてその流通を促す部分のこと。日蓮聖人は、仏一代五十年の説法を序正流通の三段に分け、次第に中心を絞り込んで、一代仏教の中心は法華経寿量品にあるとした。
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今
こ
の
義
を
も
つ
て
、
余
推
察
を
加
う
る
に
、
唐
土
・
日
本
に
渡
れ
る
と
こ
ろ
の
五
千
・
七
千
余
巻
の
諸

わ
れ

と
う

経
以
外
の
、
天
竺
・
竜
宮
・
四
王
天
・
過
去
の
七
仏
等
の
諸
経
、
並
に
阿
難
の
未
結
集
の
経
、
十
方
世
界

て
ん
じ
く

り
ゆ
う
ぐ
う

し

お
う
て
ん

あ

な

ん

み
け
つ
じ
ゆ
う

じ
つ
ぽ
う

せ

か

い

の
塵
に
同
ず
る
諸
経
の
勝
劣
・
浅
深
・
難
易
は
掌

中
に
あ
り
。
無
量
千
万
億
の
中
に
、
あ
に
釈
迦
如
来

ち
り

な

ん

い

し
よ
う
ち
ゆ
う

の
所
説
の
諸
経
漏
る
べ
き
や
。
已
説
・
今
説
・
当
説
の
年
限
に
入
ら
ざ
る
諸
経
こ
れ
あ
る
べ
き
や
。

い

せ

つ

こ
ん
せ
つ

と
う
せ
つ

今
、
こ
れ
ら
の
経
文
に
よ
っ
て
私
が
推
察
し
て
み
る
に
、
中
国
や
日
本
に
伝
来
し
た
と
こ
ろ
の
旧
訳
五
千
余
巻

・
新
訳
七
千
余
巻
の
諸
経
、
お
よ
び
伝
来
し
な
か
っ
た
そ
の
他
の
イ
ン
ド
や
竜
宮
・
四
王
天
な
ど
に
あ
る
諸
経

や
、
過
去
の
七
仏
な
ど
が
説
い
た
諸
経
、
阿
難
の
結
集
に
も
れ
た
諸
経
、
こ
れ
ら
の
十
方
世
界
の
塵
の
数
ほ
ど

あ
る
諸
経
の
教
理
の
勝
劣
浅
深
や
行
法
の
難
易
な
ど
を
判
ず
る
こ
と
は
、
掌
中
に
握
っ
た
よ
う
に
明
白
で
あ
る
。

法
華
経
法
師
品
の
「
無
量
千
万
億
」
の
文
の
中
に
、
釈
尊
の
説
か
れ
た
一
切
の
経
々
は
す
べ
て
収
め
つ
く
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
已
に
説
き
、
今
説
き
、
当
に
説
き
」
と
い
う
三
説
の
年
限
に
入
ら
な
い
説
時
の
諸
経
は

な
い
の
で
あ
る
。

願
わ
く
は
末
代
の
諸
人
、
し
ば
ら
く
諸
宗
の
高
祖
の
弱
文
無
義
を
閣
い
て
、
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
の
諸

じ
や
く
も
ん

む

ぎ

さ
し
お

仏
の
強
文
有
義
を
信
ず
べ
し
。
い
か
に
い
わ
ん
や
、
諸
宗
の
末
学
は
偏
執
を
先
と
な
し
、
末
代
の
愚
者

ご
う
も
ん

う

ぎ

へ
ん
し
ゆ
う

さ
き

ま
つ
だ
い

ぐ

し

や

は
人
師
を
本
と
な
し
て
、
経
論
を
抛
つ
者
に
依
憑
す
べ
き
や
。
故
に
法
華
の
流
通
た
る
双
林
最
後
の
涅

に

ん

し

も
と

な
げ
う

る

つ

う

槃
経
に
、
仏
迦
葉
童
子
菩
薩
に
遺
言
し
て
言
く
、「
法
に
依
つ
て
人
に
依
ら
ざ
れ
、
義
に
依
つ
て
語
に
依

か
し
よ
う

ど

う

じ

い
わ

ほ
う

ひ
と

ぎ

ご

線
四王天　　六欲天（欲界に属する六層の神々の世界）の一つで、天界のうち最下層。須弥山（しゆみせん）の中腹の四方にあり、東方に持国天王、南方に増長天王、西方に広目天王、北方に多聞天王（毘沙門（びしやもん）天王）がそれぞれ眷属とともに住する。この天界の一昼夜は人界の五十年にあたる。この四王天の上が忉利天（とうりてん）で須弥山の頂上にあり、その主が帝釈天（たいしやくてん）である。
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阿難　　原名はアーナンダで阿難陀と音写。釈尊の十大弟子の一人。提婆達多の弟で釈尊のいとこに当たる。侍者として釈尊に常随給仕し説法を聴聞することが多かったので、多聞第一と呼ばれる。釈尊滅後に仏典の結集が（けつじゆう）行なわれた時には、経典の誦出に重要な役割を果たした。日蓮聖人は法華流通史を述べる時、迦葉（かしよう）・阿難と並べ記し、正法時代の仏法流布の先駆者として評している。
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双林最後　　双林はクシナーラにあった沙羅（しやら）双樹の林。釈尊はここで涅槃経を説かれ、入滅されたから、涅槃経を双林最後の経・仏の遺言といい、入滅の時を双林最後という。
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ら
ざ
れ
、
智
に
依
つ
て
識
に
依
ら
ざ
れ
、
了
義
経
に
依
つ
て
不
了
義
経
に
依
ら
ざ
れ
」
と
云
云
。

ち

し
き

り
よ
う
ぎ
き
よ
う

ふ
り
よ
う
ぎ
き
よ
う

願
わ
く
は
末
代
の
諸
人
よ
、
と
り
あ
え
ず
諸
宗
の
高
祖
の
経
文
の
証
拠
も
弱
く
そ
の
意
味
も
な
い
教
判
を
捨
て

て
、
釈
迦
仏
・
多
宝
仏
・
十
方
の
諸
仏
の
三
仏
の
文
証
も
強
く
義
理
も
正
し
い
教
え
を
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
し
て
諸
宗
の
末
流
の
学
者
は
宗
派
的
偏
見
を
先
入
観
と
し
て
諸
経
の
勝
劣
を
判
定
し
、
こ
れ
ら
諸
宗
の

末
学
の
意
見
を
基
と
し
て
仏
・
菩
薩
の
経
典
や
論
書
を
捨
て
る
末
代
の
愚
者
た
ち
を
師
と
憑
む
よ
う
な
こ
と
が

た
の

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
故
に
法
華
経
の
流
通
分
で
あ
る
沙
羅
双
林
最
後
の
涅
槃
経
の
如
来
性
品
に
、
仏
は
迦
葉

し
や
ら
そ
う
り
ん

童
子
菩
薩
に
遺
言
し
て
「
仏
の
説
か
れ
た
教
法
に
依
る
べ
き
で
あ
っ
て
人
師
の
言
葉
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
。

仏
の
説
か
れ
た
真
実
の
義
に
依
る
べ
き
で
あ
っ
て
文
字
言
語
だ
け
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
。
仏
の
実
智
に
依
る

べ
き
で
あ
っ
て
凡
夫
の
心
情
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
。
仏
が
真
実
を
説
き
つ
く
し
た
了
義
経
に
依
る
べ
き
で
あ

っ
て
真
実
を
説
き
つ
く
し
て
い
な
い
方
便
の
不
了
義
経
に
依
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

予
、
世
間
を
見
聞
す
る
に
、
自
宗
の
人
師
を
も
つ
て
三
昧
発
得
智
慧
第
一
と
称
す
れ
ど
も
無
徳
の
凡
夫
に

け
ん
も
ん

さ
ん
ま
い
ほ
つ
と
く

ち

え

む

と

く

し
て
、
実
経
に
依
つ
て
法
門
を
信
ぜ
し
め
ず
、
不
了
義
の
観
経
等
を
も
つ
て
時
機
相
応
の
教
と
称
し
、

か
ん
ぎ
よ
う

じ

き

そ
う
お
う

き
よ
う

了
義
の
法
華
・
涅
槃
を
閣
い
て
、
譏
り
て
理
深
解
微
の
失
を
付
く
。
如
来
の
遺
言
に
背
い
て
、
人
に
依

さ
し
お

そ
し

り

じ

ん

げ

み

と
が

ゆ
い
ご
ん

つ
て
法
に
依
ら
ず
、
語
に
依
つ
て
義
に
依
ら
ず
、
識
に
依
つ
て
智
に
依
ら
ず
、
不
了
義
経
に
依
つ
て
了
義

経
に
依
ら
ず
、
と
談
ず
る
に
あ
ら
ず
や
。
請
い
願
わ
く
は
心
あ
ら
ん
人
は
思
惟
を
加
え
よ
。

こ

し

ゆ

い

線
理深解微　　法然が選択集の中で道綽（どうしやく）の安楽集を引用して、法華・真言などの聖道門の教えを批判した語。法華経・涅槃経などは理論が深いために、末世の人間の劣った智恵では理解できることは少なく、修行にたえられず成仏できないという。
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私
が
今
、
世
間
の
様
子
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
に
、
自
分
の
宗
派
の
人
師
を
指
し
て
覚
り
を
開
い
た
智
恵
第

一
の
人
で
あ
る
な
ど
と
称
讃
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
体
は
無
徳
の
凡
夫
で
あ
っ
て
、
真
実
の
経
に
よ
っ

て
法
門
を
信
じ
さ
せ
よ
う
と
は
せ
ず
、
か
え
っ
て
不
了
義
・
方
便
の
観
無
量
寿
経
な
ど
の
浄
土
三
部
経
こ
そ
が

末
法
の
時
と
機
根
と
に
合
っ
た
教
え
で
あ
る
と
い
っ
て
、
真
実
の
了
義
経
で
あ
る
法
華
経
や
涅
槃
経
を
捨
て
て
、

こ
れ
ら
の
経
は
教
え
が
深
く
て
解
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か
ら
、
今
の
末
法
の
時
と
機
根
と
に
は
合
わ
な
い
と

さ
と

謗
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
如
来
の
四
依
の
遺
言
に
背
い
て
「
人
師
に
依
っ
て
教
法
に
依
る
な
、

人
師
の
語
に
依
っ
て
仏
の
実
義
に
依
る
な
、
凡
夫
の
見
解
に
依
っ
て
仏
の
実
智
に
依
る
な
、
不
了
義
経
に
依
っ

て
了
義
経
に
依
る
な
」
と
教
え
る
も
の
で
は
な
い
か
。
ど
う
か
心
あ
る
人
は
よ
く
よ
く
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

如
来
の
入
滅
は
す
で
に
二
千
二
百
余
の
星
霜
を
送
れ
り
。
文
殊
・
迦
葉
・
阿
難
、
経
を
結
集
せ
し
已
後
、

せ
い
そ
う

け
つ
じ
ゆ
う

四
依
の
菩
薩
重
ね
て
世
に
出
で
、
論
を
造
り
経
の
意
を
申
ぶ
。
末
の
論
師
に
至
り
て
漸
く
誤
り
出
来
す
。

し

え

の

ろ

ん

じ

し
ゆ
つ
た
い

仏
が
入
滅
さ
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
、
す
で
に
二
千
二
百
余
年
の
年
月
が
過
ぎ
て
い
る
。
そ
の
間
に
文
殊
師
利
菩

薩
や
迦
葉
・
阿
難
が
経
典
を
編
集
し
、
そ
の
後
は
衆
生
の
依
る
べ
き
四
依
の
菩
薩
が
何
人
も
世
に
出
て
、
論
書

を
作
っ
て
経
文
の
意
を
述
べ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
イ
ン
ド
で
も
後
々
の
論
師
に
な
る
と
次
第
に
誤
り
を
生
ず
る

よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
訳
者
に
お
い
て
も
梵
・
漢
未
達
の
者
あ
り
。
権
教
宿

習
の
人
は
、
実
の
経
論
の
義
を
曲
げ
て
、
権

ぼ
ん

か

ん

み

た
つ

ご
ん
き
よ
う
し
ゆ
く
し
ゆ
う

ま

ご
ん

の
経
論
の
義
を
存
せ
り
。
こ
れ
に
つ
い
て
ま
た
唐
土
の
人
師
、
過
去
の
権
教
の
宿
習
の
故
に
、
権
の
経
論

と

う

ど

に

ん

し

線
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心
に
叶
う
間
、
実
の
経
論
を
用
い
ず
。
或
は
小
し
自
義
に
違
う
文
あ
れ
ば
、
理
を
曲
げ
て
会
通
を
構
え
、

す
こ

た
が

え

つ

う

か
ま

も
つ
て
自
身
の
義
に
叶
わ
し
む
。

ま
た
経
典
を
中
国
に
翻
訳
す
る
人
た
ち
に
も
、
梵
語
や
漢
語
に
熟
達
し
な
い
者
や
、
方
便
教
に
執
わ
れ
て
い
る

人
た
ち
が
あ
っ
て
、
真
実
の
経
論
の
意
味
を
曲
げ
て
方
便
の
経
論
の
意
味
と
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
の
上
、
ま

た
中
国
の
人
師
た
ち
は
、
過
去
に
方
便
教
に
親
し
ん
で
き
た
習
わ
し
か
ら
、
方
便
の
経
論
の
方
が
自
分
の
心
に

合
う
の
で
真
実
の
経
論
を
信
用
し
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
も
し
少
し
で
も
自
分
の
意
見
に
合
わ
な
い
文

が
あ
る
と
、
道
理
を
曲
げ
て
解
釈
を
し
て
自
分
の
意
見
に
合
う
よ
う
に
す
る
。

た
と
い
後
に
道
理
と
念
う
と
い
え
ど
も
、
或
は
名
利
に
依
り
、
或
は
檀
那
の
帰
依
に
依
り
て
、
権
宗
を
捨

の
ち

お
も

て
て
実
宗
に
入
ら
ず
。
世
間
の
道
俗
ま
た
無
智
の
故
に
、
理
非
を
弁
え
ず
。
た
だ
人
に
依
り
て
法
に
依

わ
き
ま

ら
ず
。
た
と
い
悪
法
た
り
と
い
え
ど
も
、
多
人
の
邪
義
に
随
つ
て
一
人
の
実
説
に
依
ら
ず
。

い
ち
に
ん

た
と
え
後
に
な
っ
て
自
分
の
誤
り
に
気
づ
い
て
も
、
自
分
の
名
誉
と
利
欲
の
た
め
に
、
ま
た
は
信
者
の
帰
依
の

離
れ
る
の
を
恐
れ
て
、
今
ま
で
の
方
便
宗
を
捨
て
て
真
実
宗
に
改
宗
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
人
師
を

師
と
仰
ぐ
世
間
の
僧
俗
も
ま
た
無
智
で
あ
る
か
ら
、
道
理
に
合
う
か
合
わ
な
い
か
も
弁
え
ず
、
た
だ
人
の
言
葉

を
信
用
し
て
仏
の
正
し
い
教
法
に
依
ら
な
い
。
た
と
え
悪
法
で
あ
る
と
知
っ
て
も
、
多
く
の
人
が
信
じ
て
い
る

邪
義
に
は
随
う
け
れ
ど
も
、
た
だ
一
人
の
説
く
真
実
の
教
え
に
は
依
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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し
か
る
に
衆
生
の
機
多
く
は
流
転
に
随
い
、
た
と
い
出
離
を
求
む
る
に
も
、
ま
た
多
分
は
権
経
に
依
る
。

し
ゆ
じ
よ
う

る

て

ん

し
ゆ
つ
り

た
だ
恨
む
ら
く
は
、
悪
業
の
身
、
善
に
付
け
悪
に
付
け
生
死
を
離
れ
難
き
の
み
。

し
よ
う

じ

が
た

と
こ
ろ
が
凡
夫
の
悲
し
さ
、
衆
生
の
多
く
は
生
死
の
流
転
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
。
た
と
え
生
死
を
離
れ
よ
う
と

志
す
者
が
い
て
も
、
方
便
経
を
信
じ
る
人
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
た
だ
残
念
に
思
う
の
は
、
こ
の
罪
深
い
身

は
善
き
に
つ
け
悪
し
き
に
つ
け
生
死
の
迷
い
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
り
と
い
え
ど
も
、
今
の
世
の
一
切
の
凡
夫
、
た
と
い
今
生
を
損
す
と
い
え
ど
も
、
上
に
出
す
と
こ

こ
ん
じ
ょ
う

か
み

い
だ

ろ
の
涅
槃
経
第
九
の
文
に
依
つ
て
、
し
ば
ら
く
法
華
・
涅
槃
を
信
ぜ
よ
。
そ
の
故
は
世
間
の
浅
事
す
ら
多

せ

ん

じ

く
展
転
す
る
時
は
、
虚
は
多
く
実
は
少
な
し
。
い
わ
ん
や
仏
法
の
深
義
に
お
い
て
を
や
。

て
ん
で
ん

こ

じ
つ

す
く
な

じ

ん

ぎ

し
か
し
、
今
の
世
の
す
べ
て
の
凡
夫
は
、
た
と
え
今
生
に
お
い
て
法
華
経
を
信
じ
た
た
め
に
世
間
の
人
か
ら
迫

害
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、
前
に
あ
げ
た
涅
槃
経
第
九
巻
の
法
華
最
勝
の
経
文
を
信
じ
て
、
と
り

あ
え
ず
法
華
経
・
涅
槃
経
を
信
じ
て
み
る
が
よ
い
。
そ
の
理
由
は
、
世
間
の
ご
く
浅
い
事
柄
で
さ
え
、
人
か
ら

人
へ
と
次
第
に
伝
え
ら
れ
て
ゆ
く
う
ち
に
、
真
実
は
失
わ
れ
誤
り
が
多
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
仏
法

の
深
い
教
義
は
難
解
で
あ
る
か
ら
尚
更
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
涅
槃
経
の
中
で
仏
が
説
か
れ
た
基
準
に

な
お
さ
ら

よ
っ
て
決
定
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。

如
来
の
滅
後
二
千
余
年
の
間
、
仏
経
に
邪
義
を
副
え
来
り
、
万
に
一
も
正
義
な
き
か
。
一
代
の
聖

教
多

そ

き
た

し
よ
う
ぎ

し
よ
う
ぎ
よ
う
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分
は
誤
り
あ
る
か
。
ゆ
え
に
、
心
地
観
経
の
法
爾
無
漏
の
種
子
、
正
法
華
経
の
属
累
の
経
末
、
婆
沙
論

し

ん

じ

か
ん
ぎ
よ
う

ほ

う

に

む

ろ

し
ゆ
う
じ

し
よ
う
ほ

け

き

よ

う

ぞ
く
る
い

き
よ
う
ま
つ

ば

し

や

ろ

ん

の
一
十
六
字
、
摂
論
の
識
を
八
、
九
に
分
つ
、
法
華
論
と
妙
法
華
経
と
の
相
違
、
涅
槃
論
の
法
華
は
煩
悩

し
よ
う
ろ
ん

し
き

わ
か

ほ

つ
け
ろ
ん

み
よ
う
ほ

け
き
よ
う

ね

は

ん

ろ
ん

ぼ
ん
の
う

に
汚
さ
る
る
の
文
、
法
相
宗
の
定

性
無
性
の
不
成
仏
、
摂
論
宗
の
法
華
経
の
一
称
南
無
の
別
時
意
趣
、

け
が

ほ
つ
そ
う
し
ゆ
う

じ
よ
う
し
よ
う
む
し
よ
う

ふ
じ
よ
う
ぶ
つ

し
よ
う
ろ
ん
し
ゆ
う

い
つ
し
よ
う

な

む

べ

つ

じ

い

し

ゆ

こ
れ
ら
は
皆
訳
者
・
人
師
の
誤
り
な
り
。

や
く
し
や

に

ん

し

如
来
の
滅
後
二
千
余
年
の
間
に
は
、
仏
の
教
え
に
邪
義
が
添
え
加
え
ら
れ
、
万
に
一
も
正
義
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ゆ
え
に
仏
一
代
の
聖
教
に
も
多
く
の
誤
り
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
心
地
観
経
に
「
法
爾
無
漏
の
種
子
」

を
説
い
て
、
声
聞
・
縁
覚
の
二
乗
は
本
来
仏
に
成
れ
な
い
者
と
あ
る
こ
と
、
竺
法
護
訳
の
正
法
華
経
に
属
累
品

じ
く
ほ
う
ご

を
経
の
最
末
に
置
い
て
い
る
こ
と
、
大
毘
婆
沙
論
を
玄
奘
が
翻
訳
し
た
時
に
原
本
に
な
い
十
六
字
を
勝
手
に
加

え
て
い
る
こ
と
、
無
著
菩
薩
の
摂
大
乗
論
に
人
間
の
心
の
作
用
を
九
つ
に
大
別
す
る
が
、
そ
れ
を
玄
奘
訳

む

じ
や
く

し
よ
う
だ
い
じ
よ
う
ろ
ん

は
第
八
識
、
真
諦
訳
は
第
九
識
を
立
て
る
と
い
う
相
違
、
天
親
の
法
華
論
と
妙
法
蓮
華
経
と
の
相
違
、
天
親
の

涅
槃
論
の
中
に
「
法
華
経
は
煩
悩
に
汚
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
こ
と
、
法
相
宗
で
は
二
乗
と
定
ま
っ
た
者
と
仏

性
の
な
い
一
闡
提
と
は
絶
対
に
成
仏
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
摂
論
宗
で
は
法
華
経
方
便
品
の
「
一
度
南
無
仏

い
つ
せ
ん
だ
い

と
唱
え
た
者
ま
で
も
み
な
成
仏
し
た
」
と
あ
る
の
は
、
別
時
意
趣
と
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
み
な
経
論
の

翻
訳
者
や
諸
宗
の
人
師
の
誤
り
で
あ
る
。

こ
の
外
に
ま
た
四
十
余
年
の
経
経
に
お
い
て
多
く
の
誤
り
あ
る
か
。
た
と
い
法
華
・
涅
槃
に
お
い
て
誤
り

ほ
か

線
別時意趣　　四意趣（平等意趣・別時意趣・別義意趣・衆生意楽（いぎよう）意趣）の一つ。意趣とは仏が説法する時の意向。別時意趣とは、すぐには利益が得られないで、後に（別時に）利益が得られるような場合、ただちに利益が得られるように説くこと。方便による教化。日蓮聖人は、守護国家論で法然が小善成仏を別時意趣としたと批判したが、選択集にその明文は見えず、聖人は善導が一称南無仏を別時意趣としたから法然も同じとみて批判した。
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あ
る
も
誤
り
な
き
も
、
四
十
余
年
の
諸
経
を
捨
て
て
法
華
・
涅
槃
に
随
う
べ
し
。
そ
の
証
は
上
に
出
し
了

か
み

い
だ

お
わ

ん
ぬ
。
い
わ
ん
や
誤
り
あ
る
諸
経
に
お
い
て
信
心
を
致
す
者
の
生
死
を
離
る
べ
き
や
。

し
よ
う

じ

こ
の
ほ
か
に
も
四
十
余
年
の
諸
経
に
は
ま
だ
多
く
の
誤
り
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
法
華
経
や
涅
槃
経
に
誤

り
が
あ
ろ
う
と
も
、
四
十
余
年
の
諸
経
を
捨
て
て
法
華
経
・
涅
槃
経
に
随
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
は
前
に

示
し
た
通
り
で
あ
る
。
も
し
こ
の
誤
り
の
多
い
法
華
経
以
前
の
諸
経
を
信
じ
て
法
華
経
を
捨
て
る
な
ら
ば
、
ど

う
し
て
生
死
輪
廻
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
で
き
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

大
文
の
第
二
に
、
正
像
末
に
就
い
て
仏
法
の
興
廃
あ
る
こ
と
を
明
か
さ
ば
、
こ
れ
に
就
い
て
二
あ
り
。
一

し
よ
う
ぞ
う
ま
つ

つ

こ
う
は
い

に
は
、
爾
前
四
十
余
年
の
内
の
諸
経
と
浄
土
三
部
経
と
の
末
法
に
お
け
る
久
住
・
不
久
住
を
明
か
し
、
二

に

ぜ

ん

く
じ
ゆ
う

ふ

く
じ
ゆ
う

に
は
、
法
華
・
涅
槃
と
浄
土
三
部
経
並
に
諸
経
と
の
久
住
・
不
久
住
を
明
か
す
。

大
文
の
第
二
に
、
仏
滅
後
の
正
法
・
像
法
・
末
法
の
三
時
に
お
い
て
仏
法
の
興
廃
が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
の

に
、
こ
れ
を
二
つ
に
分
け
る
。
一
に
は
法
華
経
以
前
の
四
十
余
年
に
説
か
れ
た
諸
経
と
浄
土
三
部
経
と
は
、
い

ず
れ
が
末
法
に
お
い
て
久
し
く
衆
生
を
利
益
し
つ
づ
け
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
二
に
は
法
華
経
・
涅
槃
経
と
浄

土
三
部
経
や
そ
の
他
の
諸
経
と
い
ず
れ
が
久
し
く
衆
生
を
利
益
し
つ
づ
け
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
一
に
、爾
前
四
十
余
年
の
内
の
諸
経
と
浄
土
三
部
経
と
の
末
法
に
お
け
る
久
住
・
不
久
住
を
明
か
さ
ば
、

問
う
て
云
く
、
如
来
の
教
法
は
大
小
・
浅
深
・
勝
劣
を
論
ぜ
ず
、
た
だ
時
機
に
依
つ
て
こ
れ
を
行
ぜ
ば
、

じ

き

ぎ
よ
う

線
正像末　　正法と像法と末法の略。仏の滅後において教えの行なわれる時期を正・像・末の三時に分ける。（１）正法時。教と行と証との三つが具現されている時期。（２）像法時。像は「似」の意で、証りを得る者はないが、教と行とは存して正法時と相似した仏法が行なわれる時期。（３）末法時。教だけあって行も証も欠けた時期で、仏教衰滅の時期。三時の年限について異説があり、正・像二時については、（イ）正法五百年、像法千年、（ロ）正法一千年、像法五百年、（ハ）正・像各五百年、（ニ）正・像各千年の四説があり、末法については正像の後の一万年とすることは一致している。日蓮聖人は正・像各千年説を採用し、仏滅後二千年を経て末法に入るとした。

線
爾前　　「その前」の意。法華経が説かれた以前の釈尊の教え、経典のこと。天台大師の五時判では、法華経以前を方便権教、仮りの教えと見る。日蓮聖人も天台の説にもとづいて爾前の経々では成仏できないと「爾前無得道（にぜんむとくどう）」を強調する。

線
末法　　仏教の時代観である正法時・像法時・末法時の三時の一で、釈尊入滅後二千年を過ぎた濁悪の時代。仏の教えだけが残り、人がいくら修行しても悟りを得ることのできない時代で、末代・末世ともいう。仏法が次第に衰え滅びていくという末法思想は、インドでは六世紀ごろに、中国では隋・唐の時代に見られる。日本では平安時代から広まり、鎌倉仏教の法然・親鸞・道元などの宗教は、いずれも末法思想をどのように受けとめ克服するかというところに生まれた。日蓮聖人は末法の時代と人びとを救う教えは妙法蓮華経に限ると、題目の受持を勧めた。
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定
め
て
利
益
あ
る
べ
き
な
り
。
し
か
る
に
賢
劫
・
大
術
・
大
集
等
の
諸
経
を
見
る
に
、
仏
の
滅
後
二
千

り

や

く

け
ん
ご
う

だ
い
じ
ゆ
つ

だ
い
し
ゆ
う

余
年
已
後
は
仏
法
皆
滅
し
て
、
た
だ
教
の
み
あ
り
て
行
・
証
あ
る
べ
か
ら
ず
。

み
な

第
一
に
法
華
経
以
前
の
四
十
余
年
に
説
か
れ
た
諸
経
と
浄
土
三
部
経
と
は
、
い
ず
れ
が
末
法
に
お
い
て
久
し
く

衆
生
を
利
益
し
つ
づ
け
る
か
を
説
明
し
よ
う
。

問
う
て
い
う
、
如
来
の
教
法
に
つ
い
て
大
乗
と
小
乗
と
浅
い
と
深
い
と
勝
れ
る
と
劣
れ
る
と
の
違
い
を
論
じ
な

く
て
も
、
た
だ
時
代
と
機
根
と
に
合
っ
た
行
法
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
え
て
教
法
を
選
び
出
し
、
こ
れ
を
修
行

す
れ
ば
必
ず
利
益
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
賢
劫
経
・
大
術
経
・
大
集
経
な
ど
の
諸
経
を
見
る
と
、
仏
が

入
滅
さ
れ
て
か
ら
二
千
余
年
を
過
ぎ
た
後
は
仏
法
は
み
な
滅
び
て
し
ま
い
、
た
だ
教
法
だ
け
は
あ
っ
て
も
、
こ

れ
を
修
行
し
た
り
、
証
っ
た
り
す
る
者
は
な
く
な
る
と
あ
る
。

さ
と

随
つ
て
伝
教
大
師
の
末
法
灯
明
記
を
開
く
に
、「
我
が
延
暦
二
十
年
辛
巳
一
千
七
百
五
十
歳
」
と
〈
一
説

ま
つ
ぽ
う
と
う
み
よ
う
き

え
ん
り
や
く

か
の
と
み

な
り
〉。
延
暦
二
十
年
よ
り
已
後
ま
た
四
百
五
十
余
歳
な
り
。
す
で
に
末
法
に
入
れ
り
。
た
と
い
教
法
あ

ま
つ
ぽ
う

り
と
い
え
ど
も
、
行
・
証
な
け
ん
。
し
か
る
に
お
い
て
は
、
仏
法
を
行
ず
る
者
、
万
が
一
も
得
道
あ
り
難が

た

き
か
。

ま
た
伝
教
大
師
の
末
法
灯
明
記
を
見
る
と
「
わ
が
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
）
は
、
一
説
に
よ
れ
ば
仏
滅
後
一
千

七
百
五
十
年
で
あ
る
」
と
あ
る
。
延
暦
二
十
年
か
ら
今
日
ま
で
は
四
百
五
十
余
年
が
過
ぎ
て
い
る
か
ら
、
す
で

線
伝教大師最澄　　七六七～八二二。日本天台宗の開祖。はじめ東大寺で受戒したが、やがて比叡山に登り独学で天台智顗（ちぎ）の著作を研究。延暦二十三年（八〇四）入唐し、円密禅戒の四宗を相承して帰国。法相宗の徳一と仏性論争をたたかわし、南都僧綱との間に大乗戒壇別立論争を展開した。著書に守護国界章・法華秀句・顕戒論などがある。日蓮聖人は最澄を法華経の行者と見て、三国四師の外相承の師に列ねて尊敬した。
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に
末
法
の
時
代
に
入
っ
て
い
る
。
た
と
え
教
法
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
修
行
し
た
り
、
証
り
を
得
た
り
す
る
時

で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
仏
法
を
修
行
し
た
と
し
て
も
、
万
に
一
も
覚
り
を
得
る
者
は
な

い
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
双
観
経
の
「
当
来
の
世
、
経
道
滅
尽
せ
ん
に
、
我
慈
悲
哀
愍
を
も
つ
て
、
特
り
こ
の
経
を
留

そ
う
か
ん
ぎ
よ
う

と
う
ら
い

き
よ
う
ど
う
め
つ
じ
ん

わ
れ

じ

ひ

あ
い
み
ん

ひ
と

と
ど

め
て
、
止
住
せ
ん
こ
と
百
歳
な
ら
ん
。
そ
れ
、
衆
生
の
こ
の
経
に
値
う
こ
と
あ
ら
ん
者
は
、
意
の
所
願

あ

こ
こ
ろ

し
よ
が
ん

に
随
つ
て
、
皆
得
度
す
べ
し
」
等
の
文
を
見
る
に
、
釈
迦
如
来
一
代
の
聖

教
皆
滅
尽
し
て
後
、
た
だ
特

と

く

ど

し
よ
う
ぎ
よ
う

ひ
と

り
双
観
経
の
念
仏
の
み
を
留
め
て
、
衆
生
を
利
益
す
べ
し
、
と
見
え
了
ん
ぬ
。

り

や

く

と
こ
ろ
が
無
量
寿
経
（
双
巻
経
）
の
下
巻
に
「
未
来
の
世
に
仏
の
教
え
が
滅
び
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、
わ
れ

は
慈
悲
と
哀
愍
の
心
を
も
っ
て
、
と
く
に
こ
の
経
だ
け
を
留
め
て
お
こ
う
。
こ
の
経
が
世
に
弘
ま
る
の
は
お
よ

そ
百
年
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
の
時
、
衆
生
が
こ
の
経
を
信
ず
れ
ば
、
そ
の
人
の
願
い
通
り
に
救
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。
こ
の
経
文
に
よ
れ
ば
、
末
法
に
入
っ
て
釈
迦
如
来
の
説
か
れ
た
一
代
の
諸
経
が
み
な
滅

び
つ
く
し
た
後
に
は
、
た
だ
無
量
寿
経
の
念
仏
だ
け
が
残
っ
て
衆
生
を
利
益
す
る
と
見
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
趣
に
依
り
て
、
ほ
ぼ
浄
土
家
の
諸
師
の
釈
を
勘
う
る
に
、
そ
の
意
な
き
に
あ
ら
ず
。
道
綽
禅
師

こ
こ
ろ

ど
う
し
や
く

は
「
当
今
末
法
は
こ
れ
五
濁
悪
世
な
り
、
た
だ
浄
土
の
一
門
の
み
あ
り
て
通
入
す
べ
き
路
な
り
」
と
書

と
う
こ
ん

ご
じ
よ
く

あ

く

せ

つ
う
に
ゆ
う

み
ち

し
る

し
、
善
導
和
尚
は
「
万
年
に
三
宝
滅
し
、
こ
の
経
の
み
住
す
る
こ
と
百
年
な
り
」
と
宣
べ
、
慈
恩
大
師
は

ぜ
ん
ど
う

ま
ん
ね
ん

さ
ん
ぼ
う

の

じ

お

ん

線
双観経　　無量寿経のこと。同経は二巻から成るため双観経・双巻経とよばれる。

線
道綽　　五六二～六四五。中国浄土教の第二祖。十四歳で出家し、涅槃経を深く究めたが、四十八歳の時、曇驚の碑文を見て感ずるところあり、涅槃宗を捨てて浄土教信仰に入った。安楽集二巻を著わす。法然は選択集の巻頭に安楽集を引いて、聖道・浄土二門の教判を立てて開宗の理由を示した。日蓮聖人は、教法の浅深をわきまえず、方便権経の浄土三部経に依る聖浄二門判を仏意に背くものと批判した。

町　行象
線
五濁　　末世に起こる五つの精神的肉体的および社会的な災厄をいう。劫濁（こうじよく）（時代の汚れ、社会悪）、見（けん）濁（思想上の汚れ）、煩悩濁（欲望や執着による汚れ、人間悪）、衆生濁（人間の身心が弱くなり苦しみの多くなること）、命（みよう）濁（人間の寿命が短くなること）の五つ。人間とその思想・社会・経済などすべてが濁り汚れた悪世の中の状態で、人びとは闘争を好む。五濁の起こる時代を「五濁悪世」といい、末法と重ねて考えられた。

線
善導　　六一三～六八一。中国浄土教第三祖。道綽から浄土教を学び、観経疏などを著わし教学を大成した。修行に正・雑二行を立て、称名念仏を正行、他を雑行と否定した。法然は観経疏により宗教的回心をしたので、善導を尊敬し「偏（ひとえ）に善導に依る」といっている。日蓮聖人は、善導を教法の浅深を知らない謗法の師であると批判し、その臨終の死にざまを法華経を謗った罪による現身堕獄の現証であると指摘している。

線
慈恩大師　　六三二～六八二。窺基（きき）のこと。中国法相宗の元祖。玄奘の弟子となり訳経に従事。成唯識論（じようゆいしきろん）を訳出し、法華玄賛・法苑義林（ほうおんぎりん）等を著わす。日蓮聖人は、慈恩は法華玄賛を著わして法華経を讃めているようだが、その一乗方便説は法華の心を死（ころ）すものと批判し、また身は移らないが心は天台宗に帰伏した人と見ている。
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「
末
法
万
年
に
余
経
悉
く
滅
し
、
弥
陀
の
一
教
利
物
偏
に
増
す
」
と
定
め
、

み

だ

り

も

つ
ひ
と
え

こ
の
経
文
の
趣
旨
に
も
と
づ
い
て
、
浄
土
宗
の
諸
師
の
解
釈
を
見
る
と
、
み
な
こ
の
経
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を

記
し
て
い
る
。
中
国
で
は
、
道
綽
禅
師
は
安
楽
集
に
「
今
末
法
は
人
間
の
心
も
時
代
も
濁
り
き
っ
た
五
濁
の
悪

世
で
あ
っ
て
、
た
だ
浄
土
教
の
一
門
だ
け
が
覚
り
に
通
ず
る
路
で
あ
る
」
と
記
し
、
善
導
和
尚
は
往
生
礼
讃
に

「
末
法
万
年
に
入
る
と
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
は
滅
び
て
、
た
だ
こ
の
経
だ
け
が
百
年
間
存
続
す
る
」
と
述
べ
、

慈
恩
大
師
は
西
方
要
決
に
「
末
法
万
年
に
は
、
余
経
は
こ
と
ご
と
く
滅
び
て
、
弥
陀
の
教
え
だ
け
が
衆
生
を
利

益
す
る
」
と
定
め
、

日
本
国
の
叡
山
の
先
徳
慧
心
僧
都
は
、
一
代
聖
教
の
要
文
を
集
め
て
、
末
代
の
指
南
を
教
ゆ
る
往
生
要
集

え

し

ん

そ

う

ず

お
う
じ
よ
う
よ
う
し
ゆ
う

の
序
に
云
く
、「
そ
れ
往
生
極
楽
の
教

行
は
濁
世
末
代
の
目
足
な
り
。
道
俗
貴
賤
誰
か
帰
せ
ざ
る
者
あ

じ
よ

お
う
じ
よ
う
ご
く
ら
く

き
よ
う
ぎ
よ
う

じ
よ
く
せ
ま
つ
だ
い

も
く
そ
く

ど
う
ぞ
く

き

せ

ん

た
れ

き

ら
ん
。
た
だ
し
顕
密
の
教
法
は
そ
の
文
一
に
あ
ら
ず
。
事
理
の
業
因
は
そ
の
行
こ
れ
多
し
。
利
智
精
進

じ

り

ご
う
い
ん

ぎ
よ
う

り

ち

し
よ
う
じ
ん

の
人
は
い
ま
だ
難
し
と
せ
ず
。
予
が
ご
と
き
頑
魯
の
者
あ
に
あ
え
て
せ
ん
や
」
と
。
乃
至
、

か
た

よ

が

ん

ろ

日
本
で
は
比
叡
山
の
先
徳
で
あ
る
恵
心
僧
都
源
信
は
、
一
代
聖
教
の
中
か
ら
肝
要
の
文
を
集
め
て
、
末
代
の
人

び
と
の
信
仰
の
指
南
と
し
て
書
い
た
往
生
要
集
の
序
文
に
「
極
楽
に
往
生
す
る
教
え
と
そ
の
修
行
は
、
五
濁
の

悪
世
で
あ
る
末
代
の
人
び
と
の
目
と
な
り
足
と
な
る
。
僧
侶
も
俗
人
も
、
貴
い
者
も
賤
し
い
者
も
、
一
人
と
し

て
帰
依
し
な
い
者
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
顕
教
や
密
教
の
説
く
経
文
が
一
つ
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
修
行

が
多
い
の
で
、
智
恵
が
す
ぐ
れ
精
進
努
力
す
る
人
に
は
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
私
の
よ
う
な
愚
か
な
者
に

線
恵心僧都源信　　九四二～一〇一七。平安中期の天台宗の僧。九歳で比叡山に登り良源に師事し、顕密二教を究めた。しかし名利を嫌って横川（よかわ）に隠棲し著述に従事。往生要集を著わして念仏を勧め、一乗要決を著わして法華一乗思想を強調し法相宗の五性各別説を破折した。日蓮聖人は初期の安国論などでは天台宗の先師と見ていたが、身延入山以後には浄土教発展の源をなしたとして、法華経師子身中の虫と厳しく批判した。

線
往生要集　　恵心僧都源信著、三巻。永観三年（九八五）の著。源信が念仏による往生極楽を説く諸経論の要文を集め、念仏の易行を説いたもの。本書が契機となって法然浄土教が生まれ、念仏信仰の全盛を導くこととなった。日蓮聖人は、本書のはたした浄土教史上の意義を指摘し、恵心を法華経・伝教大師の師子身中の虫と厳しく批判している。

線
顕密　　顕教と密教の略。顕教とは、衆生の機根に応じて言語文字などにより明瞭に説かれた教えのこと。密教とは、大日如来が悟りの境界を説いた教えのこと。真言宗では、顕教を応身釈迦の所説、密教を法身大日如来の所説とし、密教の優位を説く。日蓮聖人は、大日経などの真言経は二乗作仏・久遠実成を説かないから法華経より劣ると批判し、真の秘密教は法華経であると主張した。
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は
修
行
で
き
な
い
」
と
。（
中
略
））

次
下
に
云
く
、「
な
か
ん
づ
く
、
念
仏
の
教
は
多
く
末
代
の
経
道
滅
尽
し
て
後
の
濁
悪
の
衆
生
を
利
す
る
計

つ
ぎ
し
も

ば
か

り
な
り
」
と
。
総
じ
て
諸
宗
の
学
者
も
こ
の
旨
を
存
す
べ
し
。
殊
に
天
台
一
宗
の
学
者
、
誰
か
こ
の
義
に

こ
と

背
く
べ
け
ん
や
、
如
何
。

い

か

ん

ま
た
そ
の
次
に
「
と
く
に
念
仏
の
教
え
は
末
代
に
仏
の
教
え
が
滅
び
つ
く
し
た
後
の
濁
世
の
衆
生
を
利
益
す
る

だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
人
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
諸
宗
の
学
者
も
無
量
寿
経
の
説
と
同
じ
よ
う
に

考
え
て
い
る
。
と
く
に
天
台
宗
の
学
者
は
源
信
以
後
は
こ
の
教
え
に
背
く
者
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
ど
う
か
。

答
え
て
云
く
、
爾
前
四
十
余
年
の
経
経
は
、
各
時
機
に
随
つ
て
興
廃
あ
る
が
故
に
、
多
分
は
浄
土
三
部

お
の
お
の

じ

き

経
よ
り
已
前
に
滅
尽
あ
る
べ
き
か
。
諸
経
に
お
い
て
は
多
く
三
乗
の
現
身
得
道
を
説
く
。
故
に
末
代
に

さ
ん
じ
よ
う

げ
ん
し
ん

お
い
て
は
現
身
得
道
の
者
こ
れ
少
な
り
。
十
方
の
往
生
浄
土
は
多
く
末
代
の
機
に
蒙
ら
し
む
。
こ
れ
に
就

ま
れ

じ
つ
ぽ
う

き

こ
う
む

つ

い
て
、
西
方
極
楽
は
娑
婆
隣
近
な
る
が
故
に
、
最
下
の
浄
土
な
る
が
故
に
、
日
輪
東
に
出
で
て
西
に
没
す

さ
い
ほ
う
ご
く
ら
く

し

や

ば

り
ん
ご
ん

さ

い

げ

い

る
が
故
に
、
諸
経
に
多
く
こ
れ
を
勧
む
。

答
え
て
い
う
、
法
華
経
以
前
の
四
十
余
年
に
説
か
れ
た
経
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
時
と
機
根
と
に
よ
っ
て
興
り
廃
り

お
こ

す
た

が
あ
る
か
ら
、
大
部
分
は
浄
土
三
部
経
よ
り
以
前
に
滅
び
つ
き
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
大
小
乗
経
は
、

声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
三
乗
が
現
在
の
生
涯
に
お
い
て
覚
り
を
開
く
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
末
代
に

線
三乗　　三種の乗物の意。乗物とは人びとを悟りに導く教えのこと。声聞乗・縁覚乗・菩薩乗の三つをいう。声聞・縁覚は小乗、菩薩は大乗である。声聞は四諦の理により、縁覚は十二因縁を観じ、菩薩は六波羅蜜を修して、悟りを得るとされる。仏は衆生の機根に応じて種々に教えを説いたが、法華経は三乗の差別を説くのは方便で真実には一仏乗に帰すべきことを説き、二乗の成仏を認めた。法相宗では三乗の差別を真実とし、一乗を方便とする。日蓮聖人は、法相宗の三乗真実説を邪義謗法として否定し、二乗作仏を説く法華経に仏の本懐があると強調した。
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お
い
て
は
人
の
機
根
は
劣
っ
て
い
る
か
ら
現
在
の
生
涯
に
お
い
て
覚
る
者
は
非
常
に
希
少
で
あ
る
。
ゆ
え
に
十

方
の
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
勧
め
る
教
え
を
末
代
の
劣
っ
た
衆
生
に
説
い
て
利
益
す
る
の
で
あ
る
。
十
方
の

浄
土
の
中
で
も
、
と
く
に
西
方
の
極
楽
浄
土
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
近
く
、
ま
た
最
も
劣
っ
た
浄
土
で
あ
る
か

ら
、
凡
夫
に
も
往
生
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
太
陽
が
東
か
ら
出
て
西
に
沈
む
か
ら
浄
土
を
思
い
浮
か

べ
や
す
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
諸
経
は
多
く
西
方
往
生
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

随
つ
て
浄
土
の
祖
師
の
み
独
り
こ
の
義
を
勧
む
る
に
あ
ら
ず
。
天
台
・
妙
楽
等
も
ま
た
爾
前
の
経
に
依

み
よ
う
ら
く

に

ぜ

ん

る
の
日
は
、
し
ば
ら
く
こ
の
筋
あ
り
。
ま
た
独
り
人
師
の
み
に
あ
ら
ず
、
竜
樹
・
天
親
も
こ
の
意
あ
り
。

り
ゆ
う
じ
ゆ

て
ん
じ
ん

こ
れ
一
義
な
り
。
ま
た
仁
王
経
等
の
ご
と
き
は
、
浄
土
の
三
部
経
よ
り
な
お
久
し
く
末
法
万
年
の
後
八
千

に
ん
の
う

の
ち

年
住
す
べ
し
と
。
故
に
爾
前
の
諸
経
に
お
い
て
は
一
定
す
べ
か
ら
ず
。

そ
れ
ゆ
え
に
浄
土
宗
の
祖
師
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、
天
台
大
師
や
妙
楽
大
師
も
法
華
経
以
前
の
経
に
依
る
時
に

は
、
西
方
浄
土
を
勧
め
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
中
国
の
人
師
ば
か
り
で
な
く
、
イ
ン
ド
の
竜
樹
や
天
親
に
も
浄

土
往
生
の
信
仰
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
念
仏
が
久
し
く
存
続
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
仏
教
の
中
で
は
一
つ
の

意
見
に
す
ぎ
な
い
。
仁
王
般
若
経
の
嘱
累
品
に
は
、
末
法
万
年
の
後
八
千
年
も
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
と
あ
る
か

ら
、
浄
土
三
部
経
よ
り
久
し
く
続
く
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
法
華
経
以
前
の
諸
経
に
お
い
て
は
、
ど
の
経

が
最
も
久
し
く
存
続
す
る
か
を
決
定
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
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第
二
に
、
法
華
・
涅
槃
と
浄
土
三
部
経
と
の
久
住
・
不
久
住
を
明
か
さ
ば
、

問
う
て
云
く
、
法
華
・
涅
槃
と
浄
土
三
部
経
と
何
れ
か
先
に
滅
す
べ
き
や
。

い
ず

第
二
に
法
華
経
・
涅
槃
経
と
浄
土
三
部
経
と
い
ず
れ
が
久
し
く
存
続
す
る
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
。

問
う
て
い
う
、
法
華
経
・
涅
槃
経
と
浄
土
三
部
経
と
い
ず
れ
が
先
に
滅
び
る
で
あ
ろ
う
か
。

答
え
て
云
く
、
法
華
・
涅
槃
よ
り
已
前
に
、
浄
土
三
部
経
は
滅
す
べ
き
な
り
。

答
え
て
い
う
、
浄
土
三
部
経
の
方
が
先
に
滅
び
る
で
あ
ろ
う
。

問
う
て
云
く
、
何
を
も
つ
て
こ
れ
を
知
る
や
。

問
う
て
い
う
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
わ
か
る
の
か
。

答
え
て
云
く
、
無
量
義
経
に
四
十
余
年
の
大
部
の
諸
経
を
挙
げ
了
つ
て
「
未
顕
真
実
」
と
云
う
。
故
に
双

だ

い

ぶ

お
わ

み

け

ん

し
ん
じ
つ

そ
う

観
経
等
の
「
特
留
此
経
」
の
言
は
、
皆
方
便
な
り
、
虚
妄
な
り
。

か
ん
ぎ
よ
う

と

く

る

し
き
よ
う

ほ
う
べ
ん

こ

も

う

答
え
て
い
う
、
無
量
義
経
に
四
十
余
年
の
間
に
説
か
れ
た
代
表
的
な
経
典
の
名
を
あ
げ
て
、「
い
ま
だ
真
実
を

顕
わ
さ
ず
」
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
無
量
寿
経
な
ど
の
「
特
に
こ
の
経
を
留
め
る
こ
と
百
年
」
の
言
は
み
な

こ
と
ば

方
便
で
あ
り
、
虚
妄
で
あ
る
。

華
厳
・
方
等
・
般
若
・
観
経
等
の
速
疾
・
歴
劫
の
往
生
・
成
仏
は
、
無
量
義
経
の
実
義
を
も
つ
て
こ
れ

け

ご

ん

ほ
う
ど
う

は
ん
に
や

そ
く
し
つ

り
や
つ
こ
う

線
観経　　観無量寿経のこと。浄土宗の根本聖典である浄土三部経の一つ。釈尊が韋提希（いだいけ）夫人のために、阿弥陀仏とその浄土の荘厳を説いたもの。中国の善導は観経疏を著わして、仏意はもっぱら弥陀の仏名を称（とな）えるにあるとした。法然源空はこれによって日本浄土宗を開き、専修念仏を広めた。日蓮聖人は天台の五時八教判にもとづき、第三方等部に属する方便権教にすぎないと批判している。

線
歴劫修行　　劫はきわめて長い時間、無限の時間をいい、菩薩が仏に成るために限りなく長い時間をかけて種々の修行をすること。日蓮聖人は、法華経以前の諸大乗経は歴劫修行の成仏で、法華経のみが即身成仏の経であると強調した。歴劫修行　　劫はきわめて長い時間、無限の時間をいい、菩薩が仏に成るために限りなく長い時間をかけて種々の修行をすること。日蓮聖人は、法華経以前の諸大乗経は歴劫修行の成仏で、法華経のみが即身成仏の経であると強調した。

線
往生　　この世の命が終わって、他の世界（兜率（とそつ）天・三十三天・極楽世界など）に生まれること。浄土教では、現実の娑婆世界を厭い捨てて極楽世界に往き生まれることをいう。日蓮聖人は法華経本門の教説によって、われわれの生きている娑婆世界こそが真の浄土であると説いて、法然浄土教で主張する極楽往生を否定した。

線
成仏　　悟りを開いて仏に成ること。成道・得道・作仏と同じ。仏教の根本目的。釈尊は永い間の修行を経て仏と成り、すべての人びとを仏とするべく多くの教えを説いた。法華経以前の諸経は方便権経で、成仏には永い時間を必要とし、また二乗も女人も救われなかった。法華経は一念三千・久遠実成を説いて、二乗も悪人も女人もすべての成仏を説く。日蓮聖人は妙法五字の題目受持による即身成仏を強調した。
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を
撿

う
る
に
、「
無
量
無
辺
不
可
思
議
阿
僧
祇
劫
を
過
ぐ
れ
ど
も
、
終
に
無
上
菩
提
を
成
ず
る
こ
と
を
得

か
ん
が

あ

そ

う

ぎ

こ

う

つ
い

ず
。
乃
至
、
険
し
き
逕
を
行
く
に
留
難
多
き
が
故
に
」
と
い
う
経
な
り
。

な

い

し

け
わ

み
ち

る

な

ん

華
厳
経
・
方
等
部
の
諸
経
・
般
若
経
・
観
無
量
寿
経
な
ど
の
諸
経
に
見
え
る
往
生
・
成
仏
は
、
そ
れ
が
速
か
に

で
あ
れ
長
い
年
月
の
修
行
を
要
す
る
も
の
で
あ
れ
、
い
ず
れ
も
無
量
義
経
の
真
実
義
か
ら
考
え
て
み
る
と
「
無

量
無
辺
の
思
い
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
無
数
の
時
間
を
経
て
修
行
し
て
も
、
つ
い
に
覚
り
を
開
く
こ
と
は
で
き

な
い
。（
中
略
）
こ
れ
ら
の
経
の
修
行
は
険
し
い
道
を
行
く
の
に
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
が
多
い
の
と
同
じ
で
あ
る
」

と
否
定
さ
れ
て
い
る
。

往
生
・
成
仏
倶
に
別
時
意
趣
な
り
。
大
集
・
双
観
経
等
の
住
滅
の
先
後
は
皆
随
宜
の
一
説
な
り
。
法
華

と
も

ベ

つ

じ

い

し

ゆ

だ
い
し
ゆ
う

そ
う
か
ん
ぎ
よ
う

ず

い

ぎ

経
に
来
ら
ざ
る
以
前
は
、
彼
の
外
道
の
説
に
同
じ
。
譬
え
ば
、
江
河
の
大
海
に
趣
か
ず
、
民
・
臣
の
大

き
た

か

げ

ど

う

ご

う

が

た
い
か
い

お
も
む

た
み

し
ん

王
に
随
わ
ざ
る
が
ご
と
し
。
身
を
苦
し
め
行
を
作
す
と
も
、
法
華
・
涅
槃
に
至
ら
ざ
れ
ば
、
一
分
の
利
益

な

な
く
、
有
因
無
果
の
外
道
な
り
。
在
世
・
滅
後
倶
に
教
あ
り
て
人
な
く
、
行
あ
り
て
証
な
き
な
り
。

う

い

ん

む

か

げ

ど

う

と
も

ぎ
よ
う

し
よ
う

ゆ
え
に
こ
れ
ら
の
諸
経
に
説
か
れ
る
往
生
や
成
仏
は
、
と
も
に
功
徳
を
積
め
ば
何
時
か
は
仏
に
成
れ
る
と
い
う

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
大
集
経
や
無
量
寿
経
に
、
経
々
の
存
続
す
る
か
滅
亡
す
る
か
に
つ
い
て
先
後
次
第
を

説
く
の
は
、
み
な
方
便
の
一
説
で
あ
る
。
法
華
経
以
前
の
方
便
の
経
は
外
道
の
説
と
同
じ
で
、
と
う
て
い
往
生

・
成
仏
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
江
河
の
水
は
大
海
に
流
れ
入
ら
な
け
れ
ば
一
つ
に
な
ら
ず
、
民
衆
や
臣
下

町　行象
線
外道　　仏教以外の他の宗教・哲学およびその信奉者たちをいう。仏教を内道というのに対する語。外教・外法などともいい、後には邪法・邪義・邪説の意をもつ貶称として用いられる。日蓮聖人は、外道について二天三仙、三種外道などについて記し、仏法に入る初門と位置づけている。
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も
大
王
に
随
わ
な
け
れ
ば
統
一
さ
れ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
身
体
を
苦
し
め
て
修
行
を
し
て
も
、

法
華
経
・
涅
槃
経
に
来
な
け
れ
ば
少
し
の
利
益
も
な
く
、
修
行
の
因
が
あ
っ
て
も
覚
り
の
果
を
得
な
い
外
道
と

同
じ
こ
と
で
あ
る
。
末
法
だ
け
で
な
く
仏
の
在
世
で
も
滅
後
で
も
、
教
え
は
あ
っ
て
も
正
し
い
修
行
を
す
る
人

は
な
く
、
ま
た
修
行
を
し
て
も
証
り
を
得
る
こ
と
の
な
い
教
え
な
の
で
あ
る
。

諸
木
は
枯
る
る
と
い
え
ど
も
松
柏
は
萎
ま
ず
、
衆
草
は
散
る
と
い
え
ど
も
鞠
竹
は
変
ぜ
ず
。
法
華
経
も

し
よ
う
は
く

し
ぼ

き
く
ち
く

ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
釈
尊
の
三
説
・
多
宝
の
証

明
・
諸
仏
の
舌
相
、
偏
に
令
法
久
住
に
あ
る
が
故
な
り
。

し
よ
う
み
よ
う

ぜ
つ
そ
う

ひ
と
え

り
よ
う
ぼ
う
く
じ
ゆ
う

し
か
し
、
冬
が
来
る
と
木
々
は
枯
れ
て
葉
が
落
ち
る
け
れ
ど
も
、
松
や
柏
は
青
々
と
し
て
い
る
。
霜
が
降
り
る

と
多
く
の
草
花
は
枯
れ
て
し
ま
う
が
、
菊
は
花
開
き
竹
は
青
々
と
し
て
い
る
。
法
華
経
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
諸

経
が
滅
び
つ
き
て
も
永
く
衆
生
を
利
益
し
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
が
法
華
経
法
師
品
で
「
已
説
・
今
説
・

当
説
の
三
説
に
超
過
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
た
の
も
、
宝
塔
品
で
多
宝
如
来
が
法
華
経
の
真
実
を
証
明
さ
れ
た

の
も
、
神
力
品
で
十
方
分
身
の
諸
仏
が
舌
を
梵
天
に
付
け
て
釈
尊
の
説
法
の
真
実
を
証
明
さ
れ
た
の
も
、
み
な

そ
の
目
的
は
法
華
経
を
こ
の
世
に
永
く
存
続
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
諸
経
滅
尽
の
後
、
特
り
法
華
経
の
み
留
ま
る
べ
き
証
文
如
何
。

ひ
と

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
諸
経
が
す
べ
て
滅
び
つ
き
た
後
に
、
と
く
に
法
華
経
だ
け
が
残
る
と
い
う
明
瞭
な
証
文
が
あ
る

か
ど
う
か
。

線
令法久住　　法華経宝塔品の文。「法をして久しく住せしめん」と読む。釈尊が仏滅後における法華経の流通を勧められた語。日蓮聖人は、この文を仏が末法に法華経を弘通することを命じた文（仏勅）と受けとめ、数々の法難に耐えて末法の人びとに法華経の信仰を勧めた。
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答
え
て
云
く
、
法
華
経
の
法
師
品
に
釈
尊
自
ら
流
通
せ
し
め
て
云
く
、「
我
所
説
の
経
典
は
無
量
千
万
億

み
ず
か

る

つ

う

わ
が

に
し
て
、
已
に
説
き
今
説
き
当
に
説
か
ん
。
し
か
も
そ
の
中
に
お
い
て
、
こ
の
法
華
経
最
も
こ
れ
難
信
難
解

す
で

い
ま

ま
さ

な
ん
し
ん

な

ん

げ

な
り
」
と
云
云
。
文
の
意
は
、
一
代
五
十
年
の
已
今
当
の
三
説
に
お
い
て
最
も
第
一
の
経
な
り
。
八
万

も
ん

こ
こ
ろ

い

こ

ん

と

う

聖
教
の
中
に
殊
に
未
来
に
留
め
ん
と
欲
し
て
説
き
た
ま
い
し
な
り
。

答
え
て
い
う
、
法
華
経
法
師
品
に
釈
尊
み
ず
か
ら
が
こ
の
法
華
経
を
未
来
に
流
通
さ
せ
る
た
め
に
「
わ
が
説
く

と
こ
ろ
の
経
典
は
無
量
千
万
億
の
多
数
で
あ
り
、
前
に
説
き
、
今
説
き
、
後
に
も
説
く
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中

で
こ
の
法
華
経
が
最
も
信
じ
が
た
く
解
り
が
た
い
」
と
い
わ
れ
た
。
こ
の
文
の
意
味
は
、
釈
尊
一
代
五
十
年
の

さ
と

間
に
説
か
れ
た
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
説
の
中
で
、
こ
の
法
華
経
が
最
も
す
ぐ
れ
た
経
典
で
あ
っ
て
、
八
万

四
千
の
聖
教
の
中
で
、
と
く
に
未
来
の
人
び
と
の
た
め
に
留
め
て
お
き
た
い
と
思
っ
て
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。

故
に
次
の
品
に
、
多
宝
如
来
は
地
よ
り
涌
出
し
、
分
身
の
諸
仏
は
十
方
よ
り
一
処
に
来
集
し
、
釈
迦
如

ゆ
じ
ゆ
つ

ふ
ん
じ
ん

ら
い
じ
ゆ
う

来
は
諸
仏
を
御
使
と
し
て
、
八
方
四
百
万
億
那
由
佗
の
世
界
に
充
満
せ
る
菩
薩
・
二
乗
・
人
・
天
・
八

お
ん
つ
か
い

に
ん

部
等
を
責
て
云
く
、
多
宝
如
来
並
に
十
方
の
諸
仏
の
涌
出
来
集
の
意
趣
は
、
偏
に
令
法
久
住
の
た
め
な

せ
め

ひ
と
え

り
。
各
三
説
の
諸
経
滅
尽
の
後
、
慥
か
に
未
来
五
濁
の
難
信
の
世
界
に
お
い
て
、
こ
の
経
を
弘
め
ん
と

お
の
お
の

た
し

ご
じ
よ
く

誓
言
を
立
て
よ
と
。

せ
い
ご
んそ

れ
ゆ
え
に
次
の
宝
塔
品
で
は
、
多
宝
如
来
が
大
地
よ
り
涌
出
し
、
分
身
の
諸
仏
は
十
方
世
界
か
ら
集
ま
り
来

線
已今当　　法華経法師品の文。「已（すで）に説き、今説き、当（まさ）に説かん」とある。仏みずから法華経は、すでに説かれた四十余年の大小乗の一切の諸経、今説かれた無量義経、まさに説かれるであろう涅槃経と比べて、もっともすぐれた経典であり、信じがたく解（さと）りがたい経典であると宣言した語。日蓮聖人はこの「已今当」の三字をもって法華最勝の証文とする。

線
八部衆（天・竜・夜叉（やしや）・乾闥婆（けんだつば）・阿修羅（あしゆら）・迦楼羅（かるら）・緊那羅（きんなら）・摩睺羅迦（まごらが））の中の正法と正法を信奉する人と国とを守護する神。日蓮聖人は「守護の善神」と熟語している。そして善神は正法の法味を食してその威力を発揮するが、正法が失われた国は捨去して天上に帰ってしまい、そこに災難が起こると見た。

線
五濁　　末世に起こる五つの精神的肉体的および社会的な災厄をいう。劫濁（こうじよく）（時代の汚れ、社会悪）、見（けん）濁（思想上の汚れ）、煩悩濁（欲望や執着による汚れ、人間悪）、衆生濁（人間の身心が弱くなり苦しみの多くなること）、命（みよう）濁（人間の寿命が短くなること）の五つ。人間とその思想・社会・経済などすべてが濁り汚れた悪世の中の状態で、人びとは闘争を好む。五濁の起こる時代を「五濁悪世」といい、末法と重ねて考えられた。
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た
っ
て
、
釈
尊
は
そ
の
分
身
の
諸
仏
を
御
使
い
と
し
て
、
八
方
の
四
百
万
億
の
世
界
に
充
ち
満
ち
て
い
る
菩
薩

や
二
乗
や
人
間
や
天
の
神
々
や
八
部
の
衆
を
叱
責
し
て
、「
多
宝
如
来
や
十
方
の
諸
仏
が
大
地
よ
り
涌
出
し
来
集

し
た
目
的
は
、
す
べ
て
法
華
経
を
久
し
く
存
続
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
汝
ら
は
三
説
の
諸
経
が
滅
び
つ
き
た
後

に
、
五
濁
の
た
め
に
正
法
を
信
じ
が
た
く
な
っ
た
未
来
の
世
界
に
、
確
か
に
こ
の
法
華
経
を
弘
め
る
こ
と
を
誓

え
」
と
い
わ
れ
た
。

時
に
二
万
の
菩
薩
、
八
十
万
億
那
由
佗
の
菩
薩
、
各
誓
状
を
立
て
て
云
く
、「
我
身
命
を
愛
せ
ず
、
た
だ

せ
い
じ
ょ
う

わ
れ
し
ん
み
よ
う

無
上
道
を
惜
し
む
」
と
。
千
世
界
の
微
塵
の
菩
薩
、
文
殊
等
皆
誓
つ
て
云
く
、「
我
等
仏
の
滅
後
に
お
い

わ

れ

ら

て
、
乃
至
、
当
に
広
く
此
の
経
を
説
く
べ
し
」
と
云
云
。

ま
さ

こ

こ
の
釈
尊
の
勧
め
に
答
え
て
二
万
の
菩
薩
や
八
十
万
億
那
由
他
の
菩
薩
が
そ
れ
ぞ
れ
誓
い
を
立
て
て
「
私
ど
も

は
身
命
を
惜
し
ま
ず
、
た
だ
無
上
道
を
惜
し
み
ま
す
」
と
い
い
、
千
世
界
の
微
塵
の
よ
う
な
多
く
の
地
涌
の
菩

薩
や
文
殊
な
ど
の
菩
薩
も
み
な
誓
っ
て
「
わ
れ
ら
は
仏
の
滅
後
に
（
中
略
）
広
く
こ
の
経
を
説
き
弘
め
ま
す
」

と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
仏
十
喩
を
挙
げ
た
も
う
。
そ
の
第
一
の
喩
は
、
川
流
江
河
を
も
つ
て
四
十
余
年
の
諸
経
に
譬

の
ち

じ
ゆ
う
ゆ

た
と
え

せ

ん

る

ご

う

が

え
、
法
華
経
を
も
つ
て
大
海
に
譬
う
。
末
代
濁
悪
の
無
慚
無
愧
の
大
旱
魃
の
時
、
四
味
の
川
流
江
河
は
竭

む

ざ

ん

む

き

だ
い
か
ん
ば
つ

し

み

つ
く

る
と
い
え
ど
も
、
法
華
経
の
大
海
は
減
少
せ
ず
等
と
説
き
了
り
て
、
次
下
に
正
し
く
説
い
て
云
く
、「
我

つ
ぎ
し
も

ま
さ

わ

線
十喩　　法華経薬王品に説かれた法華経が諸経の中で最高の経であることを示すための十の喩え。十とは、大海・須弥山・月天子・日天子・転輪聖王・帝釈天・大梵天王・阿羅漢辟支仏・菩薩・仏である。日蓮聖人も法華最勝の経証として、十喩の文をしばしば引用する。
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が
滅
度
の
後
、
後
の
五
百
歳
の
中
に
閻
浮
提
に
広
宣
流
布
し
て
、
断
絶
せ
し
む
る
こ
と
な
け
ん
」
と
定
め

の
ち

の
ち

こ
う
せ
ん

る

ふ

了
ん
ぬ
。

そ
の
後
、
仏
は
薬
王
品
で
十
の
喩
を
あ
げ
て
法
華
経
が
諸
経
に
す
ぐ
れ
て
尊
い
こ
と
を
説
か
れ
た
が
、
そ
の

た
と
え

第
一
の
喩
は
、
四
十
余
年
の
諸
経
を
も
ろ
も
ろ
の
河
に
た
と
え
、
法
華
経
を
大
海
に
た
と
え
て
い
る
。
末
代
の

濁
悪
の
良
心
を
失
い
反
省
す
る
こ
と
を
忘
れ
た
大
旱
魃
の
よ
う
な
時
代
に
、
華
厳
・
阿
含
・
方
等
・
般
若
の
法

華
経
以
前
の
四
味
の
諸
河
は
水
が
竭
き
て
し
ま
っ
て
も
、
法
華
経
の
大
海
だ
け
は
水
が
少
し
も
減
る
こ
と
は
な

つ

い
。
こ
う
説
き
終
わ
っ
て
後
、
次
に
ま
さ
し
く
仏
の
本
意
を
述
べ
て
「
わ
が
滅
度
の
後
、
後
の
五
百
年
の
中
に
、

こ
の
経
を
広
く
世
界
の
内
に
流
布
さ
せ
て
、
断
絶
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ら
つ
ら
文
の
次
第
を
案
ず
る
に
、「
我
が
滅
度
の
後
」
の
次
の
「
後
」
の
字
は
、
四
十
余
年
の
諸
経
滅

あ
ん

尽
の
後
の
後
の
字
な
り
。
故
に
法
華
経
の
流
通
た
る
涅
槃
経
に
云
く
、「
ま
さ
に
無
上
の
仏
法
を
も
つ
て

る

つ

う

諸
の
菩
薩
に
付
す
べ
し
。
諸
の
菩
薩
は
善
能
問
答
す
る
を
も
つ
て
な
り
。
か
く
の
ご
と
き
の
法
宝
は
す

も
ろ
も
ろ

よ

く

ほ
う
ほ
う

な
わ
ち
久
住
す
る
こ
と
を
得
て
、
無
量
千
世
に
も
増
益
熾
盛
に
し
て
衆
生
を
利
安
す
べ
し
」
と
〈
已
上
〉。

く
じ
ゆ
う

む
り
よ
う

せ

ん

ぜ

ぞ
う
や
く
し
じ
よ
う

り

あ

ん

こ
の
経
文
の
意
味
を
よ
く
考
え
て
み
る
と
、「
わ
が
滅
度
の
後
」
の
次
の
「
後
」
の
字
は
、
四
十
余
年
の
間
に

説
か
れ
た
諸
経
が
滅
び
つ
き
た
後
の
こ
と
を
「
後
」
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
法
華
経
の
流
通
分

で
あ
る
涅
槃
経
の
寿
命
品
に
「
こ
の
無
上
の
仏
法
の
流
布
を
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
た
ち
に
委
嘱
す
る
。
菩
薩
た
ち
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は
問
答
に
巧
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
教
法
は
久
し
く
世
に
存
続
し
て
、
無
量
の
千
世
の
未
来
ま
で
も
教
え
は

さ
か
ん
で
あ
っ
て
、
衆
生
を
利
益
し
安
穏
に
し
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

か
く
の
ご
と
き
ら
の
文
は
、
法
華
・
涅
槃
は
無
量
百
歳
に
も
絶
ゆ
べ
か
ら
ざ
る
経
な
り
。
こ
の
義
を
知
ら

た

ざ
る
世
間
の
学
者
は
、
大
集
権
門
の
五
五
百
歳
の
文
を
も
つ
て
こ
の
経
に
同
じ
、
浄
土
三
部
経
よ
り
已

だ
い
し
ゆ
う
ご
ん
も
ん

も
ん

ど
う

前
に
滅
尽
す
べ
し
と
存
せ
る
立
義
は
、
一
経
先
後
の
起
尽
を
忘
れ
た
る
な
り
。

り
ゆ
う
ぎ

い
つ
き
よ
う
せ

ん

ご

き

じ

ん

こ
れ
ら
の
経
文
に
よ
れ
ば
、
法
華
経
・
涅
槃
経
は
無
量
の
百
年
に
も
絶
え
る
こ
と
の
な
い
経
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
知
ら
な
い
世
間
の
学
者
が
、
方
便
で
あ
る
大
集
経
の
「
第
五
の
五
百
歳
に
は
仏
法
が
滅
び
る
」
と
あ
る
経

文
に
法
華
経
を
あ
て
は
め
て
、
法
華
経
・
涅
槃
経
は
浄
土
三
部
経
よ
り
前
に
滅
び
て
し
ま
う
と
思
う
の
は
、
法

華
経
一
部
の
経
文
の
前
後
始
終
の
大
綱
を
知
ら
な
い
た
め
の
誤
っ
た
解
釈
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
上
に
挙
ぐ
る
と
こ
ろ
の
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
・
慧
心
等
の
諸
師
、
皆
法
華
・
真
言
等
の

か
み

ど
ん
ら
ん

ど
う
し
や
く

ぜ
ん
ど
う

え

し

ん

諸
経
に
お
い
て
末
代
不
相
応
の
釈
を
作
る
。
こ
れ
に
依
り
て
源
空
並
に
所
化
の
弟
子
、
法
華
・
真
言
等
を

ま
つ
だ
い

ふ
そ
う
お
う

げ
ん
く
う

し

よ

け

も
つ
て
雑
行
と
立
て
、
難
行
道
と
疎
み
、
行
者
を
ば
群
賊
・
悪
衆
・
悪
見
の
人
等
と
罵
り
、
或
は
祖
父

ぞ
う
ぎ
よ
う

う
と

ぐ
ん
ぞ
く

あ
く
し
ゆ

あ
つ
け
ん

ひ
と

の
の
し

そ

ふ

の
履
に
類
し
〈
聖
光
房
の
語
〉、
或
は
絃
歌
等
に
も
劣
る
〈
南
無
房
の
語
〉
と
云
う
。
そ
の
意
趣
を
尋
ぬ

く
つ

し
よ
う
こ
う
ぼ
う

げ

ん

か

な

む

ぼ
う

い

し

ゆ

れ
ば
、
偏
に
時
機
不
相
応
の
義
を
存
す
る
が
故
な
り
。
こ
れ
ら
の
人
師
の
釈
を
如
何
に
こ
れ
を
会
す
べ
き
や
。

じ

き

ふ
そ
う
お
う

い

か

え

問
う
て
い
う
、
上
に
あ
げ
た
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
・
恵
心
な
ど
の
諸
師
は
、
み
な
法
華
・
真
言
な
ど
の
諸
経
を

線
五五百歳　　大集経月蔵（だいしつきようがつぞう）分では、仏滅後の二千五百年間の仏教の衰退ぶりを五つに区分し、これを五箇の五百歳という。解脱堅固（げだつけんご）・禅定（ぜんじよう）堅固・読誦多聞堅固・多造塔寺堅固・闘諍（とうじよう）堅固（闘諍 言訟 白 法隠没（とうじよう ごんしよう びやく ほうおんもつ））の五で、堅固とは仏の予言の通りの時代が間違いなく実現するという意。これを三時説に配当し、正法千年、像法千年、末法万年の初めとする。日蓮聖人は、自身の時を第五の五百歳、末法の初め、法華経広宣流布の時とした。
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末
代
の
時
・
機
に
合
わ
な
い
教
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
こ
れ
ら
先
師
の
解
釈
に
も
と
づ
い
て
法
然
房
源
空
と
そ

の
弟
子
は
、
法
華
・
真
言
の
教
法
を
往
生
の
役
に
立
た
な
い
雑
行
と
い
い
、
難
行
道
と
し
て
斥
け
、
そ
の
行

し
り
ぞ

者
を
群
賊
と
も
悪
衆
と
も
悪
見
の
人
と
も
罵
り
、
ま
た
聖
光
房
は
祖
父
の
履
物
を
孫
が
は
く
よ
う
な
も
の
で

の
の
し

は
き
も
の

役
に
立
た
な
い
と
い
い
、
南
無
房
は
絃
歌
は
人
の
心
を
慰
め
る
が
法
華
・
真
言
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
教
え

だ
と
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
意
見
は
要
す
る
に
法
華
・
真
言
な
ど
は
末
法
の
時
機
に
合
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
の
解
釈
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

答
え
て
云
く
、
釈
迦
如
来
一
代
五
十
年
の
説
教
、
一
仏
の
金
言
に
お
い
て
権
実
二
教
を
分
け
、
権
経
を
捨

き
ん
げ
ん

て
て
実
経
に
入
ら
し
む
る
仏
語
顕
然
た
り
。
こ
こ
に
お
い
て
、「
も
し
た
だ
仏
乗
を
讃
ぜ
ば
、
衆
生
は
苦

け
ん
ね
ん

に
没
在
せ
ん
」
の
道
理
を
恐
れ
、
し
ば
ら
く
四
十
二
年
の
権
経
を
説
く
と
い
え
ど
も
、「
も
し
小
乗
を
も

も
つ
ざ
い

つ
て
化
す
る
こ
と
、
乃
至
一
人
に
お
い
て
も
せ
ば
、
我
す
な
わ
ち
慳
貪
に
堕
せ
ん
」
の
失
を
脱
れ
ん
が
た

け

な

い

し

わ
れ

け
ん
ど
ん

だ

と
が

の
が

め
に
、「
大
乗
に
入
る
に
こ
れ
本
な
り
」
の
義
を
存
し
、
本
意
を
遂
げ
て
法
華
経
を
説
き
た
も
う
。

も
と

と

答
え
て
い
う
、
釈
迦
如
来
の
一
代
五
十
年
の
説
教
に
つ
い
て
は
、
釈
尊
み
ず
か
ら
が
方
便
と
真
実
の
二
教
を
区

別
し
、
方
便
経
を
捨
て
て
真
実
経
に
入
れ
と
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
「
も
し
た
だ
仏
乗
の
教
え
だ

け
を
賞
め
讃
え
た
な
ら
ば
、
衆
生
は
理
解
で
き
な
い
で
苦
し
み
に
沈
む
で
あ
ろ
う
」（
方
便
品
）
と
い
う
道
理

ほ

た
た

を
恐
れ
て
、
と
り
あ
え
ず
四
十
二
年
の
間
は
方
便
経
を
説
か
れ
た
け
れ
ど
も
、「
も
し
小
乗
の
教
え
に
よ
っ
て
、

た
だ
一
人
で
も
教
化
す
れ
ば
、
仏
は
法
を
惜
し
む
の
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
」
過
失
を
脱
れ
る
た
め
に
、「
真
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実
の
大
乗
に
入
る
こ
と
が
本
来
の
目
的
で
あ
る
」
考
え
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
法

華
経
を
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
涅
槃
経
に
至
り
て
、「
我
滅
度
せ
ば
必
ず
四
依
を
出
し
て
、
権
実
二
教
を
弘
通
せ
し
め
ん
」
と

わ
れ

し

え

い
だ

ぐ

ず

う

約
束
し
了
ん
ぬ
。
故
に
竜
樹
菩
薩
は
如
来
の
滅
後
八
百
年
に
出
世
し
て
、
十

住
毘
婆
沙
等
の
権
論
を
造

り
ゆ
う
じ
ゆ

じ
ゆ
う
じ
ゆ
う

び

ば

し

や

ご
ん
ろ
ん

り
て
華
厳
・
方
等
・
般
若
等
の
意
を
宣
べ
、
大
論
を
造
り
て
般
若
・
法
華
の
差
別
を
分
つ
。

の

だ
い
ろ
ん

わ
か

そ
の
後
、
涅
槃
経
の
如
来
性
品
で
「
わ
が
滅
度
の
後
に
は
、
必
ず
衆
生
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
導
師
を
遣
わ
し

つ
か

て
、
方
便
・
真
実
の
二
教
を
弘
め
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
」
と
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
故
に
、
竜
樹
菩
薩
は

仏
の
滅
後
八
百
年
に
世
に
出
て
、
十
住
毘
婆
沙
論
な
ど
の
方
便
の
論
書
を
作
っ
て
華
厳
・
方
等
・
般
若
な
ど
の

方
便
の
大
乗
経
の
意
味
を
述
べ
、
次
に
大
智
度
論
を
作
っ
て
般
若
経
と
法
華
経
と
の
相
異
を
分
別
し
、
真
実
の

大
乗
た
る
法
華
経
が
般
若
経
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
判
定
さ
れ
た
。

天
親
菩
薩
は
如
来
の
滅
後
九
百
年
に
出
世
し
て
、
倶
舎
論
を
造
り
て
小
乗
の
意
を
宣
べ
、
唯
識
論
を
造
り

て
ん
じ
ん

く
し
や
ろ
ん

の

ゆ
い
し
き
ろ
ん

て
方
等
部
の
意
を
宣
べ
、
最
後
に
仏
性
論
を
造
り
て
法
華
・
涅
槃
の
意
を
宣
べ
、
了

教
・
不
了
教
を
分

の

ぶ
つ
し
よ
う
ろ
ん

の

り
よ
う
き
よ
う

わ
か

ち
て
、
あ
え
て
仏
の
遺
言
に
違
わ
ず
。

た
が

天
親
菩
薩
は
仏
の
滅
後
九
百
年
に
世
に
出
て
、
倶
舎
論
を
作
っ
て
小
乗
経
の
意
味
を
述
べ
、
次
に
唯
識
論
を
作

っ
て
方
等
部
の
意
味
を
述
べ
、
最
後
に
仏
性
論
を
作
っ
て
法
華
経
と
涅
槃
経
の
意
味
を
述
べ
て
、
了
義
経
と
不
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了
義
経
と
を
分
別
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
竜
樹
・
天
親
な
ど
は
決
し
て
仏
の
御
遺
言
に
背
く
こ
と
な
く
、
先
に

方
便
経
の
意
を
述
べ
、
最
後
に
法
華
経
・
涅
槃
経
の
意
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

末
の
論
師
並
に
訳
者
の
時
に
至
り
て
は
、
一
向
権
経
に
執
す
る
が
故
に
、
実
経
を
会
し
て
権
経
に
入
れ
、

ろ

ん

じ

ご
ん
き
よ
う

し
ゆ
う

え

権
実
雑
乱
の
失
出
来
せ
り
。
ま
た
人
師
の
時
に
至
り
て
は
、
各
依
憑
の
経
を
も
つ
て
本
と
な
す
が
故
に
、

ご
ん
じ
つ
ぞ
う
ら
ん

と
が
し
ゆ
つ
た
い

に

ん

し

お
の
お
の

も
と

余
経
を
も
つ
て
権
経
と
な
す
。
こ
れ
よ
り
い
よ
い
よ
仏
意
に
背
く
。

し
か
し
、
後
世
の
論
師
や
訳
者
の
時
に
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
方
便
経
に
執
着
し
て
、
真
実
経
の
文
を
曲
げ
て
方

便
経
に
入
れ
た
の
で
、
方
便
と
真
実
と
が
混
雑
し
て
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
か
ら
仏
教
の

信
仰
が
混
乱
す
る
と
い
う
状
況
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
中
国
の
諸
宗
の
人
師
の
時
に
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ

自
宗
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
経
を
根
本
と
し
て
一
切
経
を
読
ん
だ
か
ら
、
他
経
を
す
べ
て
方
便
経
と
し
た
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
論
師
も
訳
者
も
人
師
も
い
ず
れ
も
ま
す
ま
す
仏
の
御
意
に
背
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

み
こ
こ
ろ

し
か
る
に
浄
土
の
三
師
に
お
い
て
は
、
鸞
・
綽
の
二
師
は
十
住
毘
婆
沙
論
に
依
り
て
難
易
・
聖

浄
の
二

ら
ん

し
や
く

な

ん

い

し
よ
う
じ
よ
う

道
を
立
つ
。
も
し
本
論
に
違
い
て
、
法
華
・
真
言
等
を
も
つ
て
難
易
の
内
に
入
る
れ
ば
、
信
用
に
及
ば
ず
。

た
が

い

随
つ
て
浄
土
論
註
並
に
安
楽
集
を
見
る
に
、
多
分
は
本
論
の
意
に
違
わ
ず
。

じ
よ
う
ど
ろ
ん
ち
ゆ
う

あ
ん
ら
く
し
ゆ
う

と
こ
ろ
が
浄
土
宗
の
三
師
の
中
で
も
、
曇
鸞
と
道

綽
の
二
人
は
と
も
に
十
住
毘
婆
沙
論
に
よ
っ
て
、
仏
一
代

ど
ん
ら
ん

ど
う
し
や
く

の
仏
教
を
難
行
道
と
易
行
道
、
聖
道
門
と
浄
土
門
に
分
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
十
住
毘
婆
沙
論
に
相

線
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違
し
て
、
勝
手
に
法
華
・
真
言
な
ど
を
難
行
道
・
易
行
道
の
区
別
の
対
象
に
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
人
び

と
の
説
を
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
曇
鸞
の
浄
土
論
註
や
道
綽
の
安
楽
集
を
調
べ
て
み
る
と
、
だ

い
た
い
は
十
住
毘
婆
沙
論
の
意
に
背
く
こ
と
な
く
説
い
て
い
る
。

善
導
和
尚
は
ま
た
浄
土
三
部
経
に
依
り
て
、
弥
陀
称

名
等
の
一
行
一
願
の
往
生
を
立
つ
る
時
、
梁
・
陳

み

だ

し
よ
う
み
よ
う

い
ち
ぎ
よ
う
い
ち
が
ん

お
う
じ
よ
う

り
よ
う

ち
ん

・
隋
・
唐
の
四
代
の
摂
論
師
、
総
じ
て
一
代
聖
教
を
も
つ
て
別
時
意
趣
と
定
む
。
善
導
和
尚
の
存
念
に
違

ず
い

と
う

し
よ
う
ろ
ん
じ

べ

つ

じ

い

し

ゆ

ぞ
ん
ね
ん

え
る
が
故
に
、
摂
論
師
を
破
す
る
時
、
彼
の
人
を
群
賊
等
に
譬
う
。
順
次
往
生
の
功
徳
を
賊
す
る
が
故

か

じ
ゆ
ん
じ
お
う
じ
よ
う

に
、
そ
の
所
行
を
雑
行
と
称
す
。
必
ず
万
行
を
も
つ
て
往
生
の
素
懐
を
遂
ぐ
る
故
を
ば
、
こ
の
人
初
む

ま
ん
ぎ
よ
う

そ

か

い

と

る
故
に
「
千
中
無
一
」
と
嫌
え
り
。
こ
の
故
に
善
導
和
尚
も
雑
行
の
言
の
中
に
、
あ
え
て
法
華
・
真
言

せ
ん
ち
ゆ
う

む

い

ち

こ
と
ば

等
を
入
れ
ず
。

善
導
和
尚
も
浄
土
三
部
経
に
よ
っ
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
称
名
の
一
行
と
西
方
極
楽
往
生
の
一
願
と
を
説

き
勧
め
た
の
で
あ
る
が
、
梁
・
陳
・
隋
・
唐
の
四
代
の
摂
論
宗
の
人
び
と
が
、
四
意
趣
を
立
て
て
一
代
聖
教
を

分
別
す
る
時
、
念
仏
称
名
の
行
を
別
時
意
趣
と
判
定
し
た
こ
と
が
善
導
の
考
え
と
相
違
し
て
い
た
か
ら
、
摂
論

師
を
破
斥
す
る
時
に
彼
ら
を
指
し
て
群
賊
な
ど
に
た
と
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
摂
論
師
が
死
後
は
必
ず
極
楽

に
往
生
す
る
と
い
う
念
仏
の
功
徳
を
妨
げ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
摂
論
師
は
さ
ま
ざ
ま
な
修
行
に
よ
っ
て
も
極

楽
往
生
が
で
き
る
と
い
う
か
ら
、
彼
ら
の
修
行
を
雑
行
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
諸
行
に
よ
る
往
生
の
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教
え
を
始
め
た
の
も
摂
論
師
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
を
「
千
人
に
一
人
も
往
生
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
斥
し
り
ぞ

け
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
善
導
が
雑
行
と
い
っ
た
の
は
摂
論
師
に
対
し
て
で
あ
っ
て
、
決
し
て
法
華
・
真
言
な

ど
を
雑
行
の
中
に
入
れ
た
の
で
は
な
い
。

日
本
国
の
源
信
僧
都
は
ま
た
叡
山
第
十
八
代
の
座
主
慈
慧
大
師
の
御
弟
子
な
り
。
多
く
の
書
を
造
れ
ど
も

に
ほ
ん

こ
く

げ
ん
し
ん

そ

う

ず

ざ

す

じ

え

み

で

し

皆
法
華
を
弘
め
ん
が
た
め
な
り
。
し
か
る
に
往
生
要
集
を
造
る
の
意
は
、
爾
前
四
十
余
年
の
諸
経
に
お

お
う
じ
よ
う
よ
う
し
ゆ
う

い
て
往
生
・
成
仏
の
二
義
あ
り
。

お
う
じ
よ
う

じ
よ
う
ぶ
つ

日
本
国
の
恵
心
僧
都
源
信
は
、
比
叡
山
第
十
八
代
の
座
主
の
慈
恵
大
師
良
源
の
御
弟
子
で
あ
る
。
多
く
の
書
物

を
作
っ
た
の
は
、
み
な
法
華
経
を
弘
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
往
生
要
集
を
作
っ
た
目
的
も
同
じ
で
あ

る
。
源
信
は
、
法
華
経
以
前
の
四
十
余
年
の
諸
経
の
中
に
往
生
を
説
く
経
と
成
仏
を
説
く
経
の
二
種
が
あ
る
。

成
仏
の
難
行
に
対
し
て
往
生
易
行
の
義
を
存
し
、
往
生
の
業
の
中
に
お
い
て
菩
提
心
・
観
念
の
念
仏
を

な
ん
ぎ
よ
う

お
う
じ
よ
う
い
ぎ
よ
う

ご
う

ぼ

だ

い

し

ん

も
つ
て
最
上
と
な
す
。
故
に
大
文
第
十
の
問
答
料
簡
の
中
、
第
七
の
諸
行
勝
劣
門
に
お
い
て
は
、
念
仏

も
ん
ど
う
り
よ
う
け
ん

し
よ
ぎ
よ
う
し
よ
う
れ
つ
も
ん

を
も
つ
て
最
勝
と
な
す
。
次
下
に
爾
前
最
勝
の
念
仏
を
も
つ
て
、
法
華
経
の
一
念
信
解
の
功
徳
に
対
し

つ
ぎ
し
も

に

ぜ

ん

さ
い
し
よ
う

い
ち
ね
ん

し

ん

げ

て
勝
劣
を
判
ず
る
時
、
一
念
信
解
の
功
徳
は
念
仏
三
昧
よ
り
勝
る
る
こ
と
百
千
万
倍
な
り
と
定
め
た
ま
え
り
。

と
き

す
ぐ

そ
の
成
仏
の
難
行
を
捨
て
て
往
生
の
易
行
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
そ
の
往
生
の
行
業
の
中
で
も
菩
提
心
を
磨み
が

線
一念信解　　法華経分別功徳品の文。一念とは日常刹那のきわめて短い時間。寿量品の久遠実成を（くおんじつじよう）聞いて、わずかばかりも信仰を生ずること。法華経の信心修行の位で最初の初信の位をいう。分別品では一念信解の功徳は、六波羅蜜の中で般若波羅蜜を除く五波羅蜜（布施・持戒・忍辱・精進・禅定）の修行に百千万億倍すぐれると説く。日蓮聖人は、末法の修行は信心にあることを説く経証とする。

線
恵心僧都源信　　九四二～一〇一七。平安中期の天台宗の僧。九歳で比叡山に登り良源に師事し、顕密二教を究めた。しかし名利を嫌って横川（よかわ）に隠棲し著述に従事。往生要集を著わして念仏を勧め、一乗要決を著わして法華一乗思想を強調し法相宗の五性各別説を破折した。日蓮聖人は初期の安国論などでは天台宗の先師と見ていたが、身延入山以後には浄土教発展の源をなしたとして、法華経師子身中の虫と厳しく批判した。
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往生　　この世の命が終わって、他の世界（兜率（とそつ）天・三十三天・極楽世界など）に生まれること。浄土教では、現実の娑婆世界を厭い捨てて極楽世界に往き生まれることをいう。日蓮聖人は法華経本門の教説によって、われわれの生きている娑婆世界こそが真の浄土であると説いて、法然浄土教で主張する極楽往生を否定した。

線
成仏　　悟りを開いて仏に成ること。成道・得道・作仏と同じ。仏教の根本目的。釈尊は永い間の修行を経て仏と成り、すべての人びとを仏とするべく多くの教えを説いた。法華経以前の諸経は方便権経で、成仏には永い時間を必要とし、また二乗も女人も救われなかった。法華経は一念三千・久遠実成を説いて、二乗も悪人も女人もすべての成仏を説く。日蓮聖人は妙法五字の題目受持による即身成仏を強調した。



( 66 )

く
観
念
の
念
仏
を
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
第
十
章
の
問
答
料
簡
の
第
七
番
に
諸
行
の
勝
劣

を
判
ず
る
時
に
は
、
念
仏
を
往
生
の
た
め
の
最
勝
の
行
と
判
定
し
た
。
そ
し
て
次
に
法
華
経
以
前
の
四
十
余
年

の
諸
経
の
中
で
は
最
勝
の
行
で
あ
る
念
仏
と
、
法
華
経
の
一
念
信
解
の
功
徳
と
を
比
べ
て
勝
劣
を
判
定
す
る
時
、

一
念
の
信
心
の
功
徳
は
念
仏
三
昧
よ
り
す
ぐ
れ
る
こ
と
百
千
万
倍
で
あ
る
と
決
定
し
た
。

ま
さ
に
知
る
べ
し
、
往
生
要
集
の
意
は
、
爾
前
最
上
の
念
仏
を
も
つ
て
法
華
最
下
の
功
徳
に
対
し
て
、
人

を
し
て
法
華
経
に
入
ら
し
め
ん
が
た
め
に
造
る
と
こ
ろ
の
書
な
り
。
故
に
往
生
要
集
の
後
に
一
乗
要
決

の
ち

い
ち
じ
よ
う
よ
う
け
つ

を
造
り
て
自
身
の
内
証
を
述
ぶ
る
時
、
法
華
経
を
も
つ
て
本
意
と
な
す
。

そ
こ
で
よ
く
知
っ
て
も
ら
い
た
い
の
は
往
生
要
集
の
大
意
は
、
四
十
余
年
の
方
便
経
の
中
で
は
最
上
の
念
仏
を
、

法
華
経
の
最
下
の
功
徳
と
比
べ
、
法
華
経
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
す
べ
て
の
人
び
と

を
法
華
経
に
導
く
た
め
に
作
っ
た
書
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
に
恵
心
僧
都
は
往
生
要
集
の
後
に
一
乗
要
決
を
作
っ

て
、
自
分
の
内
面
の
悟
り
を
述
べ
る
時
に
は
、
法
華
経
を
根
本
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
源
空
並
に
所
化
の
衆
、
こ
の
義
を
知
ら
ざ
る
が
故
に
、
法
華
・
真
言
を
も
つ
て
三
師
並
に
源
信

げ
ん
く
う

し

よ

け

し
ゆ

の
所
破
の
難
・
聖
・
雑
並
に
往
生
要
集
の
序
の
顕
密
の
中
に
入
れ
て
、
三
師
並
に
源
信
を
法
華
・
真
言

な
ん

し
よ
う

ぞ
う

の
謗
法
の
人
と
な
す
。

と
こ
ろ
が
源
空
や
そ
の
弟
子
た
ち
は
こ
の
わ
け
を
知
ら
な
い
で
、
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
が
破
斥
の
た
め
に
立
て

線
一乗要決　　恵心僧都源信著、三巻。寛弘三年（一〇〇六）の著作。法華経の一乗思想を強調し、一切衆生に仏性が存することを明らかにして、法相宗の五性各別（ごしようかくべつ）説を破折した。日蓮聖人は、源信の往生要集と一乗要決の述作の意図について、源信の本意は一乗要決を著わすことにあったと見て、仏の先権後実の化導にたとえている。
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た
難
行
道
・
聖
道
門
・
雑
行
や
、
源
信
が
往
生
要
集
の
序
文
に
述
べ
た
顕
密
二
教
の
中
に
法
華
・
真
言
を
入
れ

て
、
三
師
と
源
信
と
を
法
華
・
真
言
の
謗
法
の
人
と
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
上
、
日
本
国
の
一
切
の
道
俗
を
化
し
、
法
華
・
真
言
に
お
い
て
時
機
不
相
応
の
旨
を
習
わ
し
め
、
在
家

け

じ

き

ふ
そ
う
お
う

む
ね

ざ

い

け

・
出
家
の
諸
人
に
お
い
て
法
華
・
真
言
の
結
縁
を
留
む
。
あ
に
仏
の
記
し
た
も
う
と
こ
ろ
の
「
悪
世
の
中

け
ち
え
ん

と
ど

し
る

の
比
丘
は
邪
智
に
し
て
心
諂
曲
」
の
人
に
あ
ら
ず
や
。
ま
た
「
則
ち
一
切
世
間
の
仏
種
を
断
ず
る
」
の
失

じ

や

ち

て
ん
ご
く

す
な
わ

ぶ
つ
し
ゆ

と
が

を
免
る
べ
き
や
。

ま
ぬ
が

そ
の
う
え
、
日
本
国
中
の
一
切
の
出
家
や
在
家
の
人
び
と
に
、
法
華
や
真
言
の
教
え
は
深
す
ぎ
て
末
法
の
時
機

に
は
合
わ
な
い
教
え
で
あ
る
と
教
え
て
、
彼
ら
が
法
華
・
真
言
と
縁
を
結
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
に
し
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
が
法
華
経
勧
持
品
に
予
言
し
た
「
悪
世
の
中
の
比
丘
は
、

邪

な
智
恵
に
た
け
、
心
は
諂

か
ん
じ

よ
こ
し
ま

へ
つ
ら

い
曲
が
っ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
た
人
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
仏
が
法
華
経
譬
喩
品
に
説
か

れ
た
「
も
し
こ
の
経
を
信
ぜ
ず
謗
る
な
ら
ば
、
一
切
世
間
の
成
仏
の
種
を
断
ち
切
っ
て
、
死
後
は
無
間
地
獄
に

そ
し

堕
ち
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
罪
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
上
、
山
門
・
寺
門
・
東
寺
・
天
台
並
に
日
本
国
中
の
法
華
・
真
言
等
を
習
う
諸
人
を
群
賊
・
悪
衆
・

悪
見
の
人
等
に
譬
う
る
源
空
が
重
罪
、
何
れ
の
劫
に
か
そ
の
苦
果
を
経
尽
す
べ
き
や
。
法
華
経
の
法
師
品

い
ず

こ
う

く

か

き
よ
う
じ
ん

ほ

つ
し
ほ
ん

に
持
経
者
を
罵
る
罪
を
説
い
て
云
く
、「
も
し
悪
人
あ
り
て
、
不
善
の
心
を
も
つ
て
、
一
劫
の
中
に
お
い

じ
き
よ
う
し
や

の
の
し
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て
、
現
に
仏
前
に
お
い
て
、
常
に
仏
を
毀
罵
せ
ん
、
そ
の
罪
な
お
軽
し
。
も
し
人
一
つ
の
悪
言
を
も
つ
て
、

き

め

か
ろ

あ
く
ご
ん

在
家
・
出
家
の
法
華
経
を
読
誦
す
る
者
を
毀
訾
せ
ん
、
そ
の
罪
甚
だ
重
し
」〈
已
上
経
文
〉。

き

し

そ
の
う
え
、
比
叡
山
の
門
流
・
三
井
寺
の
門
流
・
東
寺
の
密
教
・
天
台
の
密
教
、
さ
ら
に
は
日
本
国
中
の
法
華

み

い
で
ら

経
や
真
言
経
を
学
ぶ
人
び
と
を
、
群
賊
や
悪
衆
、
悪
見
の
人
な
ど
に
た
と
え
た
源
空
の
罪
は
極
め
て
重
く
、
い

つ
の
世
に
な
っ
て
そ
の
罪
の
報
い
を
消
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
て
も
そ
の
日
が
来
よ
う
と
は
思
わ

れ
な
い
。
法
華
経
の
法
師
品
に
こ
の
法
華
経
を
持
つ
者
を
罵
る
罪
を
説
い
て
、「
も
し
悪
人
が
い
て
、
善
く
な

た
も

い
心
か
ら
仏
の
眼
前
で
一
劫
の
長
い
間
、
常
に
仏
を
毀
り
罵
っ
て
も
、
そ
の
罪
は
ま
だ
軽
い
。
も
し
人
が
い
て
、

そ
し

法
華
経
を
読
誦
す
る
出
家
や
在
家
の
人
を
た
っ
た
一
つ
の
悪
言
で
毀
り
罵
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
罪
は
極
め
て

重
い
」
と
い
う
。

一
人
の
持
者
を
罵
る
罪
す
ら
な
お
か
く
の
ご
と
し
。
い
わ
ん
や
、
書
を
造
り
日
本
国
の
諸
人
に
罵
ら
し

の
の
し

む
る
罪
を
や
。
い
か
に
い
わ
ん
や
、
こ
の
経
を
「
千
中
無
一
」
と
定
め
、
法
華
経
を
行
ず
る
人
に
疑
い
を
生

し
よ
う

ぜ
し
む
る
罪
を
や
。

た
だ
一
人
の
法
華
経
を
持
つ
者
を
罵
る
罪
で
さ
え
も
仏
を
罵
る
罪
よ
り
も
重
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
し
て

の
の
し

源
空
の
よ
う
に
書
物
を
作
っ
て
、
日
本
国
中
の
人
び
と
に
法
華
経
を
持
つ
者
を
罵
ら
せ
た
罪
は
ど
れ
ほ
ど
重
い

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
う
え
、
法
華
経
に
よ
っ
て
修
行
を
し
て
も
千
人
に
一
人
も
覚
り
を
得
る
者
は
な
い
な
ど
と

い
っ
て
、
法
華
経
を
信
じ
修
行
し
て
い
る
人
に
疑
い
の
心
を
起
こ
さ
せ
た
罪
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
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い
か
に
い
わ
ん
や
、
こ
の
経
を
捨
て
て
観
経
等
の
権
経
に
遷
ら
し
む
る
謗
法
の
罪
を
や
。
願
わ
く
は
一
切

う
つ

の
源
空
が
所
化
の
四
衆
、
頓
に
選
択
集
の
邪
法
を
捨
て
て
忽
ち
に
法
華
経
に
遷
り
、
今
度
阿
鼻
の
炎
を
脱

し

し

ゆ

と
み

せ
ん
ち
や
く
し
ゆ
う

た
ち
ま

う
つ

こ
の
た
び

あ

び

ほ
の
お

の
が

れ
よ
。

ま
し
て
、
法
華
経
の
真
実
経
を
捨
て
て
観
無
量
寿
経
な
ど
の
方
便
経
に
移
ら
せ
る
謗
法
の
罪
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
ら
の
罪
は
実
に
重
い
の
で
あ
る
。
ど
う
か
源
空
の
す
べ
て
の
弟
子
・
信
者
た
ち
よ
、
す
み
や
か
に
選

択
集
の
邪
な
教
え
を
捨
て
て
法
華
経
の
信
仰
に
入
っ
て
、
今
度
こ
そ
無
間
地
獄
の
苦
し
み
を
脱
れ
る
よ
う
、
よ

く
考
え
な
さ
い
。

問
う
て
云
く
、
正
し
く
源
空
が
法
華
経
を
誹
謗
す
る
証
文
如
何
。

ま
さ

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
源
空
が
法
華
経
を
誹
謗
し
た
と
い
う
明
瞭
な
証
文
は
何
で
あ
る
か
。

答
え
て
云
く
、
法
華
経
の
第
二
に
云
く
、「
も
し
人
信
ぜ
ず
し
て
こ
の
経
を
毀
謗
せ
ば
、
則
ち
一
切
世
間

ひ
と

き

ほ

う

の
仏
種
を
断
ぜ
ん
」
と
〈
経
文
〉。
不
信
の
相
貌
は
人
を
し
て
法
華
経
を
捨
て
し
む
れ
ば
な
り
。
故
に
天
親

そ
う
み
よ
う

て
ん
じ
ん

菩
薩
の
仏
性
論
の
第
一
に
こ
の
文
を
釈
し
て
云
く
、「
も
し
大
乗
に
憎
背
す
る
は
、
こ
れ
は
こ
れ
一
闡
提

ぞ
う
は
い

い
つ
せ
ん
だ
い

の
因
な
り
。
衆
生
を
し
て
こ
の
法
を
捨
て
し
む
る
を
も
つ
て
の
故
な
り
」
と
〈
論
文
〉。
謗
法
の
相
貌
は

し
ゆ
じ
よ
う

そ
う
み
よ
う

こ
の
法
を
捨
て
し
む
る
が
故
な
り
。

線
一闡提　　闡提とも略し、断善根、信不具足と訳す。善根を断じていて仏となることの可能性をもたない者、いかに修行しても絶対に悟ることのできない者をいう。法華経・涅槃経では闡提成仏の可能性を説く。日蓮聖人は、法華経をそしる謗法不信の者を一闡提とし、彼らも本仏釈尊の大慈悲により成仏できると説いて、法華経の救済の広大無辺さを強調する。
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答
え
て
い
う
、
法
華
経
第
二
巻
の
譬
喩
品
に
「
も
し
人
が
こ
の
経
を
信
じ
な
い
で
謗
っ
た
な
ら
ば
、
一
切
世
間

そ
し

の
成
仏
の
種
を
断
ち
切
る
人
で
あ
る
」
と
あ
る
。
不
信
と
い
う
こ
と
の
様
相
は
、
人
に
法
華
経
を
捨
て
さ
せ
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
天
親
菩
薩
の
仏
性
論
第
一
に
こ
の
文
を
解
釈
し
て
、「
も
し
大
乗
を
憎
ん
だ
り
背
い

た
り
す
る
者
は
、
不
成
仏
の
一
闡
提
と
な
る
原
因
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
一
人
で
な
く
衆
生
に
大
乗
の
法
を
捨

て
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
謗
法
の
様
相
は
、
人
に
こ
の
法
を
捨
て
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

選
択
集
は
人
を
し
て
法
華
経
を
捨
て
し
む
る
書
に
あ
ら
ず
や
。「
閣
抛
」
の
二
字
は
仏
性
論
の
「
憎
背
」

か
く
ほ
う

ぞ
う
は
い

の
二
字
に
あ
ら
ず
や
。
ま
た
法
華
経
誹
謗
の
相
貌
は
四
十
余
年
の
諸
経
の
ご
と
く
、
小
善
成
仏
を
も
つ

ひ

ほ

う

そ
う
み
よ
う

し
よ
う
ぜ
ん
じ
よ
う
ぶ
つ

て
別
時
意
趣
と
定
む
る
等
な
り
。

べ

つ

じ

い

し

ゆ

選
択
集
は
人
に
法
華
経
を
捨
て
さ
せ
て
罪
を
作
ら
せ
る
と
こ
ろ
の
書
物
で
は
な
い
か
。「
閣
け
よ
、
抛
て
よ
」

さ
し
お

な
げ
う

と
い
う
二
字
は
、
仏
性
論
の
「
憎
み
背
く
」
と
い
う
二
字
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
ま
た
法
華
経
を
謗
る
様
相
と

し
て
は
、
法
華
経
を
四
十
余
年
の
諸
経
と
同
等
に
取
り
扱
い
、
方
便
品
の
「
小
善
で
も
成
仏
す
る
」
と
い
う
経

文
を
、
別
時
意
趣
で
あ
る
と
判
定
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

故
に
天
台
の
釈
に
云
く
、「
も
し
小
善
成
仏
を
信
ぜ
ず
ん
ば
、
則
ち
世
間
の
仏
種
を
断
ず
る
な
り
」
と
。

妙
楽
重
ね
て
こ
の
義
を
宣
べ
て
云
く
、「
こ
の
経
は
遍
ね
く
六
道
の
仏
種
を
開
す
。
も
し
こ
の
経
を
謗
ぜ

の

あ
ま

ろ
く
ど
う

ば
、
義
断
に
当
る
な
り
」
と
。

ぎ

だ

ん

あ
た

線
小善成仏　　小さな善根が仏果を成ずる原因となること。法華経方便品には、仏塔の供養・仏像造立・仏画の戯作・華香供養・一称南無仏などの小善根も、成仏の因であることを説いている。
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ゆ
え
に
天
台
大
師
は
法
華
文
句
の
巻
五
に
「
も
し
法
華
経
の
小
善
成
仏
を
信
じ
な
い
な
ら
ば
、
世
間
の
人
び
と

の
成
仏
の
種
を
断
つ
こ
と
に
な
る
」
と
解
釈
さ
れ
、
妙
楽
大
師
は
法
華
文
句
記
の
巻
五
に
重
ね
て
こ
れ
を
注
釈

し
て
、「
こ
の
法
華
経
は
広
く
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
の
六
道
の
衆
生
に
も
成
仏
の
種
が
あ

ま
ね
く
存
在
し
て
い
る
と
明
か
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
も
し
こ
の
経
を
謗
る
な
ら
ば
、
一
切
世
間
の
成
仏

の
種
を
断
つ
こ
と
に
な
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

釈
迦
・
多
宝
・
十
方
の
諸
仏
・
天
親
・
天
台
・
妙
楽
の
意
の
ご
と
く
ん
ば
、
源
空
は
謗
法
の
者
な
り
。

こ
こ
ろ

詮
ず
る
と
こ
ろ
、
選
択
集
の
意
は
、
人
を
し
て
法
華
・
真
言
を
捨
て
し
め
ん
と
定
め
て
書
き
了
ん
ぬ
。
謗

お
わ

法
の
義
疑
い
な
き
も
の
な
り
。

こ
の
よ
う
に
、
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
の
諸
仏
や
天
親
・
天
台
・
妙
楽
の
御
心
通
り
で
あ
れ
ば
、
源
空
は
ま
さ

み

こ
こ
ろ

し
く
謗
法
の
者
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
選
択
集
は
、
世
間
の
人
び
と
に
法
華
・
真
言
を
捨

て
さ
せ
よ
う
と
確
定
し
て
書
か
れ
た
書
物
で
あ
っ
て
、
謗
法
の
書
物
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
あ
る
。

大
文
の
第
三
に
、
選
択
集
の
謗
法
の
縁
起
を
出
さ
ば
、

せ
ん
ち
や
く

え

ん

ぎ

い
だ

問
う
て
云
く
、
何
れ
の
証
拠
を
も
つ
て
源
空
を
謗
法
の
者
と
称
す
る
や
。

い
ず

大
文
の
第
三
に
、
選
択
集
が
謗
法
で
あ
る
こ
と
の
理
由
を
説
明
し
よ
う
。

問
う
て
い
う
、
何
を
証
拠
と
し
て
源
空
を
謗
法
の
人
と
い
う
の
で
あ
る
か
。
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答
え
て
云
く
、
選
択
集
の
現
文
を
見
る
に
、
一
代
聖
教
を
も
つ
て
二
に
分
つ
。
一
に
は
、
聖
道
・
難
行

せ
ん
ち
や
く
し
ゆ
う

げ
ん
も
ん

わ
か

し
よ
う
ど
う

な
ん
ぎ
よ
う

・
雑
行
、
二
に
は
、
浄
土
・
易
行
・
正

行
な
り
。
そ
の
中
に
聖
・
難
・
雑
と
云
う
は
、
華
厳
・
阿
含
・
方
等

ぞ
う
ぎ
よ
う

じ
よ
う
ど

い
ぎ
よ
う

し
よ
う
ぎ
よ
う

け

ご

ん

あ

ご

ん

ほ
う
ど
う

・
般
若
・
法
華
・
涅
槃
・
大
日
経
等
な
り
〈
取
意
〉。
浄
・
易
・
正
と
云
う
は
、
浄
土
三
部
経
の
称
名
念

は
ん
に
や

ほ

つ

け

ね

は

ん

だ
い
に
ち
き
よ
う

仏
等
な
り
〈
取
意
〉。

答
え
て
い
う
、
選
択
集
の
文
章
を
見
る
と
、
ま
ず
一
代
の
聖
教
を
二
つ
に
分
け
、
一
を
聖
道
門
・
難
行
道
・
雑

行
と
し
、
一
を
浄
土
門
・
易
行
道
・
正
行
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
聖
道
・
難
行
・
雑
行
に
属
す
る
経
は
、
華

厳
・
阿
含
・
方
等
・
般
若
・
法
華
・
涅
槃
・
大
日
経
な
ど
で
あ
る
〈
取
意
〉。
浄
土
・
易
行
・
正
行
と
は
、
無
量

寿
経
・
観
無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
の
浄
土
三
部
経
に
説
く
称
名
念
仏
の
教
え
で
あ
る
〈
取
意
〉。

聖
・
難
・
雑
の
失
を
判
ず
る
に
は
、
末
代
の
凡
夫
こ
れ
を
行
ぜ
ば
、
百
の
時
に
希
に
一
、
二
を
得
、
千
の

し
つ

ま
れ

え

時
に
希
に
三
、
五
を
得
ん
、
或
は
千
が
中
に
一
も
な
し
、
或
は
群
賊
・
悪
衆
・
邪
見
・
悪
見
・
邪
雑
の
人

ま
れ

じ
や
ぞ
う

等
と
定
む
る
な
り
。
浄
・
易
・
正
の
得
を
判
ず
る
に
は
、
末
代
の
凡
夫
こ
れ
を
行
ぜ
ば
、
十
は
即
ち
十
生

と
く

し
よ
う

じ
、
百
は
即
ち
百
生
ぜ
ん
等
な
り
。
謗
法
の
邪
義
こ
れ
な
り
。

し
よ
う

そ
の
聖
道
・
難
行
・
雑
行
の
教
え
の
欠
点
を
批
判
す
る
に
、
も
し
末
代
の
凡
夫
が
こ
れ
を
修
行
し
て
も
百
人
に

わ
ず
か
一
人
か
二
人
、
千
人
に
わ
ず
か
三
人
か
五
人
は
あ
る
い
は
往
生
を
す
る
者
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
特
別

に
す
ぐ
れ
た
機
根
の
人
に
限
る
の
で
あ
っ
て
、
普
通
に
は
千
人
に
一
人
も
往
生
す
る
者
は
な
い
の
で
あ
る
と
い



( 73 )

い
、
あ
る
い
は
聖
道
の
人
び
と
を
群
賊
・
悪
衆
・
邪
見
・
悪
見
・
邪
雑
の
人
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
浄
土
・
易
行
・
正
行
の
長
所
を
述
べ
る
に
、
末
代
の
凡
夫
が
こ
れ
を
修
行
す
れ
ば
、
十
人

は
十
人
、
百
人
は
百
人
、
す
べ
て
浄
土
に
往
生
で
き
る
、
と
。
謗
法
の
邪
義
と
い
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
一
代
聖
教
を
聖
道
・
浄
土
、
難
行
・
易
行
、
正
行
・
雑
行
と
分
つ
。
そ
の
中
に
、
難
・
聖

・
雑
を
も
つ
て
、
時
機
不
相
応
と
称
す
る
こ
と
、
た
だ
源
空
一
人
の
新
義
に
あ
ら
ず
。
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導

じ

き

ふ
そ

う
お
う

げ
ん
く
う
い
ち
に
ん

ど
ん
ら
ん

ど
う
し
や
く

ぜ
ん
ど
う

の
三
師
の
義
な
り
。
こ
れ
ま
た
こ
れ
ら
の
人
師
の
私
の
簸
に
あ
ら
ず
。
そ
の
源
は
竜
樹
菩
薩
の
十
住

に

ん

し

わ
た
く
し

あ
ん

み
な
も
と

り
ゆ
う
じ
ゆ

毘
婆
沙
論
よ
り
出
で
た
り
。
も
し
源
空
を
謗
法
の
者
と
称
せ
ば
、
竜
樹
菩
薩
並
に
三
師
を
謗
法
の
者
と
称

す
る
に
あ
ら
ず
や
。

問
う
て
い
う
、
仏
一
代
の
聖
教
を
聖
道
門
と
浄
土
門
、
難
行
道
と
易
行
道
、
正
行
と
雑
行
に
分
け
て
、
そ
の
中

の
聖
道
・
難
行
・
雑
行
を
末
代
の
時
機
に
合
わ
な
い
教
え
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
た
だ
源
空
一
人
が
新
し
く
言

い
出
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
中
国
の
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
の
三
師
の
意
見
で
も
あ
る
。
ま
た
こ
の
三
師
の
勝
手

な
私
の
考
え
で
は
な
く
、
そ
の
源
は
竜
樹
菩
薩
の
十
住
毘
婆
沙
論
か
ら
出
た
の
で
あ
る
。
も
し
源
空
を
謗
法
の

者
と
い
う
な
ら
ば
、
竜
樹
菩
薩
や
中
国
の
三
師
も
み
な
謗
法
の
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

答
え
て
云
く
、
竜
樹
菩
薩
並
に
三
師
の
意
は
、
法
華
已
前
の
四
十
余
年
の
経
々
に
お
い
て
難
易
等
の
義
を

存
す
。
し
か
る
に
源
空
よ
り
已
来
、
竜
樹
並
に
三
師
の
難
行
等
の
語
を
借
り
て
、
法
華
・
真
言
等
を
も
つ

こ
の
か
た

ご

線
聖道・浄土　　聖道門とは、この娑婆世界で修行し、悟りを開き、成仏しようとする教えで、法相・三論・天台・真言などの自力の修行を説く諸宗をさし、浄土門とは、娑婆世界を穢土として厭（いと）い捨てて極楽浄土に往生して生死を離れようとする教えをいい、他力の念仏を説く浄土宗をさす。道綽が安楽集にはじめて聖道・浄土の二門判を立て、法然はこれを引用し開宗の依り拠とした。

線
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線
正行・雑行　　一般には悟りにいたる正しい修行を正行という。浄土教では、善導が観経疏に浄土に往生するための読誦・観察・礼拝・称名・讃歎供養の五種を正行とし、それ以外の種々の行を雑行とした。法然は善導の説を受けつぎ、正雑二行の得失を論じて、念仏専修を勧めた。日蓮聖人は、この主張は釈尊と法華経をはじめ諸仏・諸経を捨てさせる謗法であると批判している。
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て
難
・
雑
等
の
内
に
入
れ
ぬ
。
所
化
の
弟
子
、
師
の
失
を
知
ら
ず
。
こ
の
邪
義
を
も
つ
て
正
義
な
り
と
存

し

よ

け

と
が

し
よ
う
ぎ

じ
、
こ
の
国
に
流
布
せ
し
む
る
が
故
に
、
国
中
の
万
民
は
悉
く
法
華
・
真
言
等
に
お
い
て
時
機
不
相
応
の

じ

き

ふ

そ
う
お
う

想
を
な
す
。

お
も
い

答
え
て
い
う
、
竜
樹
菩
薩
や
三
師
は
、
法
華
経
以
前
の
四
十
余
年
の
経
々
に
つ
い
て
難
行
・
易
行
な
ど
の
区
別

を
立
て
た
の
で
あ
っ
て
、
法
華
経
な
ど
を
含
め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
源
空
が
選
択
集
を
著
わ
し
て
以
来
、
竜
樹
や
三
師
が
用
い
た
難
行
・
易
行
な
ど
の
語
を
借
り
て
意
味

を
変
え
、
法
華
経
や
真
言
経
ま
で
も
難
行
や
雑
行
な
ど
の
内
に
入
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
源
空
の
弟
子
た

ち
は
、
師
源
空
の
犯
し
た
こ
の
過
失
を
知
ら
な
い
で
、
こ
の
邪
義
を
正
し
い
教
え
だ
と
思
い
こ
ん
で
、
日
本
国

中
に
弘
め
た
の
で
、
国
中
の
万
民
は
み
な
法
華
・
真
言
な
ど
は
末
代
の
時
機
に
合
わ
な
い
教
え
だ
と
思
う
よ
う

に
な
っ
た
。

そ
の
上
、
世
間
を
貪
る
天
台
・
真
言
の
学
者
、
世
の
情
に
随
わ
ん
が
た
め
に
、
法
華
・
真
言
等
に
お
い

む
さ
ぼ

こ
こ
ろ

て
時
機
不
相
応
の
悪
言
を
吐
き
、
選
択
集
の
邪
義
を
扶
け
、
一
旦
の
欲
心
に
依
り
て
、
釈
迦
・
多
宝
並
に

じ

き

ふ
そ
う

お
う

あ
く
ご
ん

た
す

い
つ
た
ん

十
方
の
諸
仏
の
御
評
定
の
「
法
を
し
て
久
住
せ
し
め
」「
閻
浮
提
に
お
い
て
広
宣
流
布
せ
し
む
」
と
の
誠
言

ご
ひ
よ
う
じ
よ
う

く
じ
ゆ
う

え
ん
ぶ
だ
い

じ
よ
う
ご
ん

を
壊
り
、
一
切
衆
生
に
お
い
て
一
切
三
世
十
方
の
諸
仏
の
舌
を
切
る
の
罪
を
得
せ
し
む
。
偏
に
こ
れ
「
悪

や
ぶ

い
つ
さ
い
し
ゆ
じ
よ
う

い
つ
さ
い

さ

ん

ぜ

じ
つ
ぽ
う

ひ
と
え

世
の
中
の
比
丘
は
邪
智
に
し
て
、
心
諂
曲
に
、
い
ま
だ
得
ざ
る
を
こ
れ
得
た
り
と
謂
い
、
乃
至
、
悪
鬼
そ

じ

や

ち

て
ん
ご
く

お
も

な

い

し
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の
身
に
入
り
て
、
仏
の
方
便
随
宜
所
説
の
法
を
知
ら
ざ
る
」
が
故
な
り
。

ほ
う
べ
ん

ず

い

ぎ

し
よ
せ
つ

そ
の
う
え
、
さ
ら
に
罪
深
い
こ
と
に
は
、
世
間
の
名
誉
や
利
欲
を
望
む
天
台
や
真
言
の
学
者
た
ち
が
、
世
間
の

人
び
と
の
情
に
へ
つ
ら
っ
て
、
自
分
の
宗
旨
と
す
る
と
こ
ろ
の
法
華
や
真
言
は
時
機
に
合
わ
な
い
な
ど
と
悪
言

を
吐
い
て
、
か
え
っ
て
自
分
た
ち
の
敵
で
あ
る
選
択
集
の
邪
義
を
助
け
、
念
仏
の
流
布
に
力
を
貸
し
、
一
時
の

つ
ま
ら
ぬ
欲
心
か
ら
、
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
の
諸
仏
が
合
議
し
て
決
定
さ
れ
た
法
華
経
宝
塔
品
の
「
正
法
を
久

し
く
こ
の
世
に
存
続
さ
せ
る
」、
薬
王
品
の
「
こ
の
世
界
に
法
華
経
を
広
く
宣
べ
伝
え
流
布
さ
せ
る
」
と
の
仏
の

の

金
言
を
破
り
、
一
切
衆
生
に
三
世
十
方
の
諸
仏
が
舌
を
梵
天
に
つ
け
て
真
実
を
証
明
さ
れ
た
そ
の
舌
を
切
る
罪

を
犯
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
罪
は
ま
こ
と
に
大
き
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
す
べ
て
勧

持
品
に
い
う
「
悪
世
の
中
の
僧
は

邪

な
智
恵
に
た
け
、
心
は
曲
が
っ
て
、
ま
だ
覚
っ
て
い
な
い
の
に
覚
っ
た

よ
こ
し
ま

な
ど
と
思
い
、（
中
略
）
悪
魔
に
そ
の
心
を
奪
わ
れ
、
仏
が
衆
生
の
機
根
に
応
じ
て
説
か
れ
た
方
便
の
教
え
で
あ

る
か
ど
う
か
を
知
ら
な
い
」
と
こ
ろ
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
竜
樹
菩
薩
並
に
三
師
、
法
華
・
真
言
等
を
も
つ
て
難
・
聖
・
雑
の
内
に
入
れ
ざ
る
を
、
源

空
私
に
こ
れ
を
入
る
と
は
何
を
も
つ
て
か
こ
れ
を
知
る
や
。

わ
た
く
し

い

問
う
て
い
う
、
竜
樹
菩
薩
や
三
師
が
法
華
・
真
言
な
ど
を
難
行
・
聖
道
・
雑
行
の
内
に
入
れ
な
か
っ
た
の
に
、

源
空
が
私
に
勝
手
に
入
れ
た
と
い
う
が
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
わ
か
る
の
か
、
そ
の
証
拠
は
何
か
。
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答
え
て
云
く
、
遠
く
余
処
に
証
拠
を
尋
ぬ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
す
な
わ
ち
選
択
集
に
こ
れ
見
え
た
り
。

た
ず

答
え
て
い
う
、
そ
れ
は
遠
い
と
こ
ろ
に
証
拠
を
求
め
る
ま
で
も
な
い
。
選
択
集
を
見
れ
ば
源
空
の
自
分
勝
手
な

意
見
だ
と
い
う
証
拠
は
明
白
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
そ
の
証
文
如
何
。

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
そ
の
証
文
は
何
か
。

答
え
て
云
く
、
選
択
集
の
第
一
篇
に
云
く
、「
道
綽
禅
師
、
聖
道
・
浄
土
の
二
門
を
立
て
、
聖
道
を
捨
て

て
正
し
く
浄
土
に
帰
す
る
の
文
」
と
約
束
し
了
つ
て
、
次
下
に
安
楽
集
を
引
き
、
私
の
料
簡
の
段
に
云

ま
さ

お
わ

つ
ぎ
し
も

あ
ん
ら
く
し
ゆ
う

り
よ
う
け
ん

く
、「
初
め
に
聖
道
門
と
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
二
あ
り
。
一
に
は
大
乗
、
二
に
は
小
乗
な
り
。
大
乗
の
中

し
よ
う
ど
う
も
ん

に
つ
い
て
、
顕
密
・
権
実
等
の
不
同
あ
り
と
い
え
ど
も
、
今
こ
の
集
の
意
は
、
た
だ
顕
大
及
び
権
大
を

け
ん
み
つ

こ
こ
ろ

け
ん
だ
い

ご
ん
だ
い

存
す
。
故
に
歴

劫
迂
廻
の
行
に
当
る
。
こ
れ
に
準
じ
て
こ
れ
を
思
う
に
、
ま
さ
に
密
大
お
よ
び
実
大
を

り
や
つ
こ
う

う

え

ぎ
よ
う

あ
た

じ
ゆ
ん

み
つ
だ
い

じ
つ
だ
い

も
存
す
べ
し
」
と
〈
已
上
〉。
選
択
集
の
文
な
り
。

答
え
て
い
う
、
選
択
集
の
第
一
篇
を
開
く
と
、「
道

綽
禅
師
が
聖
道
・
浄
土
の
二
門
を
立
て
て
、
聖
道
を
捨
て

ど
う
し
や
く

て
正
し
く
浄
土
に
帰
せ
よ
と
勧
め
る
文
」
と
標
題
を
掲
げ
て
、
次
に
安
楽
集
の
文
を
引
い
て
、
さ
ら
に
「
私
に

云
わ
く
」
と
源
空
自
身
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
ま
ず
聖
道
門
と
は
こ
れ
に
二
つ
あ
る
。
一
に
は

大
乗
で
、
二
に
は
小
乗
で
あ
る
。
大
乗
の
中
に
も
顕
教
と
密
教
、
方
便
教
と
真
実
教
な
ど
の
区
別
が
あ
る
が
、
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今
こ
の
安
楽
集
で
は
、
た
だ
顕
教
大
乗
と
方
便
大
乗
と
だ
け
を
聖
道
門
に
入
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
こ
れ
ら
の
教

え
は
、
長
い
間
修
行
し
て
成
仏
す
る
遠
ま
わ
り
の
修
行
で
あ
る
、
と
い
っ
て
道
綽
は
こ
れ
を
破
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
今
、
こ
れ
に
準
じ
て
こ
れ
を
考
え
て
み
る
と
、
密
教
大
乗
も
真
実
大
乗
も
聖
道
門
の
中
に
入
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
選
択
集
の
本
文
に
は
明
言
し
て
い
る
。

こ
の
文
の
意
は
、
道
綽
禅
師
の
安
楽
集
の
意
は
、
法
華
已
前
の
大
小
乗
経
に
お
い
て
、
聖
道
・
浄
土
の

こ
こ
ろ

ど
う
し
や
く

い

二
門
を
分
つ
と
い
え
ど
も
、
我
れ
私
に
法
華
・
真
言
等
の
実
大
・
密
大
を
も
つ
て
、
四
十
余
年
の
権
大
乗

に
同
じ
て
聖
道
門
と
称
す
。「
準
之
思
之
」
の
四
字
こ
れ
な
り
。

ど
う

じ
ゆ
ん
し

し

し

こ
の
文
の
意
味
は
、
道
綽
禅
師
の
安
楽
集
は
、
法
華
経
以
前
の
大
小
乗
経
だ
け
を
対
象
と
し
て
聖
道
・
浄
土
の

二
門
を
分
け
た
の
で
あ
る
が
、
源
空
は
自
分
の
考
え
で
は
法
華
・
真
言
な
ど
の
真
実
大
乗
や
密
教
大
乗
を
も
四

十
余
年
の
方
便
大
乗
と
同
じ
よ
う
に
聖
道
門
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
源
空
の
自

分
勝
手
な
解
釈
で
あ
っ
て
、「
こ
れ
に
準
じ
て
こ
れ
を
思
う
に
」
の
四
字
に
よ
っ
て
源
空
が
勝
手
な
解
釈
を
し
た

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
の
意
に
依
る
が
故
に
、
ま
た
曇
鸞
の
難
・
易
の
二
道
を
引
く
時
、
私
に
法
華
・
真
言
を
も
つ
て
難
行

わ
た
く
し

道
の
中
に
入
れ
、
善
導
和
尚
の
正
・
雑
二
行
を
分
つ
時
も
、
ま
た
私
に
法
華
・
真
言
を
も
つ
て
雑
行
の

し
よ
う

ぞ
う

内
に
入
る
。
総
じ
て
選
択
集
の
十
六
段
に
亘
り
て
無
量
の
謗
法
を
作
す
根
源
は
、
偏
に
こ
の
四
字
よ
り
起

な
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る
。
誤
れ
る
か
な
、
畏
し
き
か
な
。

お
そ
ろ

こ
う
い
う
考
え
で
あ
る
か
ら
、
曇
鸞
の
難
行
・
易
行
の
二
道
を
引
く
時
も
、
勝
手
に
法
華
・
真
言
を
難
行
道
の

ど
ん
ら
ん

中
に
入
れ
て
し
ま
い
、
善
導
和
尚
の
正
行
・
雑
行
を
分
別
す
る
時
も
、
ま
た
勝
手
に
法
華
・
真
言
を
雑
行
の
内

に
入
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
総
じ
て
選
択
集
の
十
六
段
に
わ
た
っ
て
無
数
の
謗
法
を
犯
し
た
根
源
は
、
こ

の
「
こ
れ
に
準
じ
て
こ
れ
を
思
う
に
」
の
四
字
に
あ
る
の
で
あ
る
。「
こ
れ
に
準
じ
て
」
と
い
っ
て
、
仏
や
先
師

の
説
を
曲
げ
て
自
分
勝
手
な
意
見
を
述
べ
た
選
択
集
の
解
釈
は
誤
り
で
あ
り
、
世
間
の
多
く
の
人
を
迷
わ
せ
た

謗
法
の
罪
の
報
い
は
恐
し
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
源
空
の
門
弟
、
師
の
邪
義
を
救
う
て
云
く
、
諸
宗
の
常
の
習
い
、
た
と
い
経
論
の
証
文
な
し
と
い

え
ど
も
、
義
類
の
同
じ
き
を
聚
め
て
一
処
に
置
く
。
し
か
も
選
択
集
の
意
は
、
法
華
・
真
言
等
を
集
め

せ
ん
ち
や
く
し
ゆ
う

こ
こ
ろ

て
雑
行
の
内
に
入
れ
、
正

行
に
対
し
て
こ
れ
を
捨
つ
。
偏
に
経
の
法
体
を
嫌
う
に
あ
ら
ず
。
た
だ
風
勢

ぞ
う
ぎ
よ
う

し
よ
う
ぎ
よ
う

ひ
と
え

ほ
つ
た
い

ふ

ぜ

い

な
き
末
代
の
衆
生
を
常
没
の
凡
夫
と
定
め
て
、
こ
の
機
に
易
行
の
法
を
選
ぶ
時
、
称

名
念
仏
を
も
つ
て

じ
よ
う
も
つ

い
ぎ
よ
う

し
よ
う
み
よ
う
ね
ん
ぶ
つ

そ
の
機
に
当
て
、
易
行
の
法
を
も
つ
て
諸
教
に
勝
る
と
立
つ
。

あ

す
ぐ

そ
こ
で
源
空
の
門
弟
た
ち
が
師
の
邪
義
の
悪
評
を
救
う
た
め
に
い
う
に
は
、
諸
宗
の
常
の
習
い
と
し
て
、
た
と

え
経
論
に
確
か
な
証
拠
の
文
が
な
く
て
も
、
教
義
の
似
て
い
る
も
の
を
集
め
て
一
箇
所
に
置
く
と
い
う
こ
と
は
、

ど
の
宗
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
選
択
集
は
法
華
・
真
言
な
ど
を
集
め
て
雑
行
の
中
に
入
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れ
て
、
念
仏
の
正
行
と
比
べ
て
こ
れ
を
捨
て
た
け
れ
ど
も
、
決
し
て
そ
の
経
の
す
ぐ
れ
た
教
理
そ
の
も
の
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
教
養
も
な
い
末
代
の
衆
生
を
常
に
生
死
の
苦
海
に
沈
む
凡
夫
と
定
め
て
、
こ
う

い
う
人
び
と
に
対
し
て
修
行
し
や
す
い
法
を
選
ぶ
時
に
、
称
名
念
仏
が
適
当
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
修
行
が
諸

教
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
立
て
た
の
で
あ
る
。

権
実
・
浅
深
等
の
勝
劣
を
詮
す
る
に
あ
ら
ず
。
雑
行
と
云
う
も
嫌
つ
て
雑
行
と
云
う
に
は
あ
ら
ず
。
雑
と

ご
ん
じ
つ

せ
ん
じ
ん

ぞ
う

云
う
は
不
純
を
雑
と
云
ふ
。
そ
の
上
、
諸
の
経
論
並
に
諸
師
も
こ
の
意
な
き
に
あ
ら
ず
。
故
に
叡
山
の

こ
こ
ろ

先
徳
の
往
生
要
集
の
意
は
偏
に
こ
の
義
な
り
。
所
以
に
往
生
要
集
の
序
に
云
く
、「
顕
密
の
教
法
は
そ

お
う
じ
よ
う
よ
う
し
ゆ
う

こ
こ
ろ

ひ
と
え

ゆ

え

の
文
一
に
あ
ら
ず
。
事
理
の
業
因
は
そ
の
行
こ
れ
多
し
。
利
智
精
進
の
人
は
い
ま
だ
難
し
と
せ
ず
。
予

じ

り

ご
う
い
ん

ぎ
よ
う

り

ち

し
よ
う
じ
ん

が
ご
と
き
頑
魯
の
者
、
あ
に
あ
え
て
せ
ん
や
。
こ
の
故
に
念
仏
の
一
門
に
依
る
」
と
云
云
。

が

ん

ろ

教
法
が
方
便
で
あ
る
か
真
実
で
あ
る
か
、
教
理
が
浅
い
か
深
い
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。

ま
た
雑
行
と
い
っ
て
も
否
定
す
る
た
め
に
雑
と
い
っ
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
念
仏
の
正
行
に
対
し
て
そ
の
修
行

が
単
純
で
な
い
の
を
雑
と
い
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
も
ろ
も
ろ
の
経
論
や
諸
師
も
こ
の
よ
う
な
意
見

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
比
叡
山
の
先
徳
で
あ
る
恵
心
僧
都
の
往
生
要
集
に
も
そ
の
意
向

が
見
え
る
。
往
生
要
集
の
序
文
に
は
、「
顕
教
や
密
教
の
教
法
は
そ
の
文
が
少
な
く
な
い
。
修
行
や
観
念
の
行
も

ま
た
多
く
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
修
行
は
智
恵
の
す
ぐ
れ
た
精
進
努
力
す
る
人
に
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は

な
い
だ
ろ
う
が
、
自
分
の
よ
う
な
愚
か
な
者
に
は
と
う
て
い
無
理
で
あ
る
。
だ
か
ら
念
仏
の
一
門
に
依
る
の
で
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あ
る
」
と
あ
る
。

こ
の
序
の
意
は
、
慧
心
先
徳
も
法
華
・
真
言
等
を
破
す
る
に
あ
ら
ず
。
た
だ
偏
に
我
等
頑
魯
の
者
の
時
に

は

わ

れ

ら

が

ん

ろ

当
て
、
法
華
・
真
言
は
聞
き
難
く
行
じ
難
き
が
故
に
、
我
が
身
鈍
根
な
る
が
故
な
り
。
あ
え
て
法
体
を
嫌

ど
ん
こ
ん

う
に
は
あ
ら
ず
。
そ
の
上
、
序
よ
り
已
外
正

宗
に
至
る
ま
で
十
門
あ
り
。
大
文
の
第
八
門
に
述
べ
て
云

い

げ

し
よ
う
し
ゆ
う

だ
い
も
ん

く
、「
今
念
仏
を
勧
む
る
こ
と
、
こ
れ
余
の
種
種
の
妙
行
を
遮
す
る
に
あ
ら
ず
。
た
だ
こ
れ
男
女
・
貴
賤
、

し
や

な
ん
に
よ

き

せ

ん

行
住
坐
臥
を
簡
ば
ず
、
時
処
諸
縁
を
論
ぜ
ず
、
こ
れ
を
修
す
る
に
難
か
ら
ず
。
乃
至
、
臨
終
に
は
往
生
を

ぎ
よ
う
じ
ゆ
う
ざ
が

え
ら

じ

し

よ

し
よ
え
ん

し
ゆ

か
た

な

い

し

願
求
す
る
に
、
そ
の
便
宜
を
得
る
こ
と
念
仏
に
は
如
か
ず
」
と
〈
已
上
〉。

が

ん

ぐ

び

ん

ぎ

し

こ
の
序
に
よ
れ
ば
、
恵
心
先
徳
も
法
華
や
真
言
の
教
義
を
破
し
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
わ
れ
ら
の
よ
う
な
愚
か

な
者
に
は
、
法
華
・
真
言
は
聞
く
に
堪
え
が
た
く
、
修
行
し
が
た
い
か
ら
止
め
た
の
で
あ
る
。
わ
が
身
が
鈍
根

で
あ
る
か
ら
法
華
・
真
言
を
止
め
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
教
理
を
否
定
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
要
集
は
序
文
の
次
に
本
論
を
十
章
に
分
け
て
い
る
が
、
そ
の
第
八
章
に
「
念
仏
を
勧
め
る
こ
と
は
、
そ
の
他

の
種
々
の
妙
行
を
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
男
女
・
貴
賤
に
か
か
わ
ら
ず
、
歩
く
時
も
止
ま
る
時
も
坐
る

と
ど

時
も
臥
る
時
も
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
ど
ん
な
場
合
で
も
、
修
行
し
や
す
く
、
つ
い
に
最
後
臨
終
の
時
に
は
西

ね

方
極
楽
の
往
生
を
願
う
の
に
大
変
に
都
合
の
よ
い
の
は
こ
の
念
仏
が
一
番
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
文
を
見
る
に
、
源
空
の
選
択
集
と
源
信
の
往
生
要
集
と
、
一
巻
と
三
巻
の
不
同
あ
り
と
い
え
ど
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も
、
一
代
聖

教
の
中
に
は
易
行
を
撰
ん
で
、
末
代
の
愚
人
を
救
わ
ん
と
欲
す
る
意
趣
は
た
だ
同
じ
事
な

し
よ
う
ぎ
よ
う

ぐ

に

ん

り
。
源
空
上
人
、
真
言
・
法
華
を
難
行
と
立
て
て
悪
道
に
堕
せ
ば
、
慧
心
先
徳
も
ま
た
こ
の
失
を
免
る

だ

と
が

ま
ぬ
が

べ
か
ら
ず
、
如
何
。

い

か

ん

こ
れ
ら
の
文
を
見
れ
ば
、
源
空
の
選
択
集
と
源
信
の
往
生
要
集
と
は
、
一
巻
と
三
巻
と
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、

一
代
聖
教
の
中
か
ら
易
行
を
選
び
出
し
て
、
末
代
の
愚
人
を
救
お
う
と
す
る
意
向
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。

だ
か
ら
も
し
源
空
上
人
が
真
言
や
法
華
を
難
行
道
と
い
っ
た
た
め
に
地
獄
に
堕
ち
る
な
ら
ば
、
恵
心
先
徳
も
ま

た
同
じ
く
地
獄
に
堕
ち
る
罪
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
ど
う
で
あ
る
か
。

答
え
て
云
く
、
汝
師
の
謗
法
の
失
を
救
わ
ん
が
た
め
に
、
事
を
源
信
の
往
生
要
集
に
寄
せ
て
、
謗
法
の

な
ん
じ

と
が

こ
と

よ

上
に
い
よ
い
よ
重
罪
を
招
く
も
の
な
り
。
そ
の
故
は
釈
迦
如
来
五
十
年
の
説
教
に
、
総
じ
て
先
四
十
二
年

さ
き

の
意
を
無
量
義
経
に
定
め
て
云
く
、「
険
し
き
逕
を
行
く
に
留
難
多
き
が
故
に
」
と
。
無
量
義
経
の
已
後

こ
こ
ろ

け
わ

み
ち

る

な

ん

を
定
め
て
云
く
、「
大
直
道
を
行
く
に
留
難
な
き
が
故
に
」
と
。
仏
自
ら
難
易
・
勝
劣
の
二
道
を
分
ち
た

だ
い
じ
き
ど
う

み
ず
か

ま
え
り
。

答
え
て
い
う
、
汝
は
師
の
源
空
の
謗
法
の
罪
を
救
お
う
と
し
て
、
源
信
の
往
生
要
集
を
口
実
に
し
て
、
か
え
っ

て
ま
す
ま
す
謗
法
の
重
罪
を
招
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
釈
迦
如
来
の
五
十
年
の
説
教
に
つ
い
て
、
前
の
四

十
二
年
の
説
教
の
意
味
を
無
量
義
経
に
定
め
て
「
険
し
い
道
を
行
く
の
に
い
ろ
い
ろ
な
障
害
が
多
い
よ
う
な
も
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の
で
あ
る
」
と
い
い
、
次
に
無
量
義
経
以
後
の
説
教
を
定
め
て
「
ま
っ
す
ぐ
な
広
い
道
を
行
く
の
に
何
の
障
害

も
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
た
。
こ
れ
は
仏
み
ず
か
ら
難
易
・
勝
劣
の
二
道
を
区
別
さ
れ
た
言
葉

で
あ
る
。

仏
よ
り
外
等
覚
已
下
末
代
の
凡
師
に
至
る
ま
で
、
自
義
を
も
つ
て
難
易
の
二
道
を
分
ち
、
こ
の
義
に
背
く

ほ
か
と
う
が
く

い

げ

者
は
外
道
・
魔
王
の
説
に
同
じ
か
ら
ん
か
。
随
つ
て
四
依
の
大
士
竜
樹
菩
薩
の
十
住
毘
婆
沙
論
に
は
、

げ

ど

う

ま

お

う

し

え

だ

い

じ

り
ゆ
う
じ
ゆ

じ
ゆ
う
じ
ゆ
う
び
ば
し
や
ろ
ん

法
華
已
前
に
お
い
て
難
易
の
二
道
を
分
ち
、あ
え
て
四
十
余
年
已
後
の
経
に
お
い
て
難
行
の
義
を
存
せ
ず
。

そ
の
上
、
も
し
修
し
易
き
を
も
つ
て
易
行
と
定
め
ば
、
法
華
経
の
五
十
展
転
の
行
は
称
名
念
仏
よ
り
行
じ

し
ゆ

や
す

い
ぎ
よ
う

て
ん
で
ん

易
き
こ
と
百
千
万
億
倍
な
り
。

だ
か
ら
仏
以
外
の
、
仏
の
次
に
高
位
の
等
覚
の
菩
薩
か
ら
末
代
の
凡
師
に
い
た
る
ま
で
、
自
分
の
考
え
で
難
易

の
二
道
を
分
け
て
、
無
量
義
経
の
仏
の
言
葉
に
背
く
者
は
外
道
や
魔
王
の
人
を
あ
ざ
む
く
説
教
と
同
じ
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
仏
滅
後
の
四
依
の
大
士
の
一
人
で
あ
る
竜
樹
菩
薩
は
十
住
毘
婆
沙
論
で
、
法
華
経
以
前
の
経
に

つ
い
て
難
行
・
易
行
の
二
道
を
分
け
た
が
、
決
し
て
四
十
余
年
以
後
の
法
華
経
な
ど
を
難
行
道
と
は
い
わ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
も
し
修
行
し
や
す
い
の
を
易
行
と
い
う
の
な
ら
ば
、
法
華
経
随
喜
功
徳
品
に
五

十
人
の
人
に
順
次
に
教
え
を
聞
き
伝
え
る
功
徳
を
説
く
五
十
展
転
の
行
は
、
称
名
念
仏
よ
り
修
行
し
や
す
く
功

徳
の
多
い
こ
と
は
百
千
万
億
倍
で
あ
る
。
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も
し
ま
た
勝
を
も
つ
て
易
行
と
定
め
ば
、
分
別
功
徳
品
に
爾
前
四
十
余
年
の
八
十
万
億
劫
の
間
の
、
檀

し
よ
う

ふ
ん
べ
つ

く

ど

く

ほ

ん

に

ぜ

ん

だ
ん

・
戒
・
忍
・
進
・
念
仏
三
昧
等
の
先
の
五
波
羅
蜜
の
功
徳
を
も
つ
て
、
法
華
経
の
一
念
信
解
の
功
徳
に
比

か
い

に
ん

し
ん

ね
ん
ぶ
つ
さ
ん
ま
い

さ
き

は

ら

み

つ

い
ち
ね
ん

し

ん

げ

す
る
に
、
一
念
信
解
の
功
徳
は
念
仏
三
昧
等
の
先
の
五
波
羅
蜜
に
勝
る
る
こ
と
百
千
万
億
倍
な
り
。
難
易

す
ぐ

な

ん

い

勝
劣
と
謂
い
、
行
浅
功
深
と
謂
い
、
観
経
等
の
念
仏
三
昧
を
法
華
経
に
比
す
る
に
、
難
行
の
中
の
極
難

し
よ
う
れ
つ

い

ぎ
よ
う
せ
ん

く

じ

ん

か
ん
ぎ
よ
う

ご
く

行
、
勝
劣
の
中
の
極
劣
な
り
。

ご
く
れ
つ

も
し
ま
た
功
徳
の
す
ぐ
れ
た
の
を
易
行
と
い
う
の
な
ら
ば
、
法
華
経
分
別
功
徳
品
に
、
法
華
経
以
前
の
四
十
余

年
の
経
に
よ
る
菩
薩
の
行
で
あ
る
六
波
羅
蜜
の
う
ち
、
般
若
波
羅
蜜
を
除
い
た
布
施
・
持
戒
・
忍
辱
・
精
進
・

に
ん
に
く

禅
定
の
五
波
羅
蜜
を
八
十
万
億
劫
の
間
修
行
す
る
功
徳
と
、
法
華
経
の
一
念
信
解
の
功
徳
と
を
比
べ
て
、
一
念

信
解
の
功
徳
は
念
仏
三
昧
な
ど
の
五
波
羅
蜜
に
す
ぐ
れ
る
こ
と
百
千
万
億
倍
で
あ
る
と
い
う
。
修
行
の
難
易
の

勝
劣
に
お
い
て
も
、
修
行
が
浅
く
て
功
徳
が
深
い
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
観
無
量
寿
経
な
ど
の
念
仏
三
昧
を
法

華
経
の
修
行
に
比
べ
る
と
、
念
仏
三
昧
の
方
が
難
行
中
の
極
難
行
で
あ
り
、
劣
行
中
の
極
劣
行
で
あ
る
。

そ
の
上
、
悪
人
・
愚
人
を
扶
く
る
こ
と
、
ま
た
教
の
浅
深
に
依
る
。
阿
含
十
二
年
の
戒
門
に
は
、
現
身
に

ぐ

に

ん

た
す

あ

ご

ん

か
い
も
ん

げ
ん
し
ん

四
重
・
五
逆
の
者
に
得
道
を
許
さ
ず
。
華
厳
・
方
等
・
般
若
・
双
観
経
等
の
諸
経
は
、
阿
含
経
よ
り
教

し
じ
ゆ
う

ご
ぎ
や
く

け

ご

ん

ほ
う
ど
う

は
ん
に
や

そ
う
か
ん
ぎ
よ
う

深
き
が
故
に
、
観
門
の
時
、
重
罪
の
者
を
摂
す
と
い
え
ど
も
、
な
お
戒
門
の
日
は
七
逆
の
者
に
現
身
の
受

か
ん
も
ん

せ
つ

戒
を
許
さ
ず
。
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そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
悪
人
や
愚
人
を
救
う
と
い
う
の
も
、
た
だ
易
行
を
修
行
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、
実

は
教
法
の
浅
い
か
深
い
か
に
よ
る
の
で
あ
る
。
十
二
年
間
に
説
か
れ
た
阿
含
経
の
戒
律
を
主
と
し
て
説
く
教
え

も
、
殺

生
・
偸

盗
・
邪
淫
・
妄
語
の
四
重
罪
や
、
父
を
殺
し
・
母
を
殺
し
・
僧
を
殺
し
・
仏
の
身
を
傷
つ

せ
つ
し
よ
う

ち
ゆ
う
と
う

じ
や
い
ん

も
う

ご

け
・
僧
団
の
和
合
を
破
る
五
逆
罪
の
者
は
、
仏
に
成
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
華
厳
経
や

方
等
経
・
般
若
経
・
無
量
寿
経
な
ど
の
諸
大
乗
経
は
、
小
乗
の
阿
含
経
よ
り
は
教
え
が
深
い
の
で
、
智
恵
の
修

行
を
説
く
時
に
は
こ
れ
ら
の
重
罪
を
犯
し
た
者
を
も
救
う
け
れ
ど
、
戒
律
の
上
で
は
七
逆
罪
を
犯
し
た
者
に
は

今
生
に
戒
を
受
け
る
こ
と
さ
え
許
さ
な
い
。

し
か
り
と
い
え
ど
も
、
決
定
性
の
二
乗
・
無
性
の
闡
提
に
お
い
て
は
戒
・
観
共
に
こ
れ
を
許
さ
ず
。
法

け
つ
じ
よ
う
し
よ
う

む
し
よ
う

せ
ん
だ
い

と
も

華
・
涅
槃
等
に
は
、
た
だ
五
逆
・
七
逆
・
謗
法
の
者
を
摂
す
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
ま
た
定
性
・
無
性
を
も

摂
す
。
な
か
ん
ず
く
、
末
法
に
お
い
て
は
常
没
の
闡
提
こ
れ
多
し
。
あ
に
観
経
等
の
四
十
余
年
の
諸
経

ま
つ
ぽ
う

じ
よ
う
も
つ

に
お
い
て
こ
れ
を
扶
く
べ
け
ん
や
。
無
性
の
常
没
・
決
定
性
の
二
乗
は
、
た
だ
法
華
・
涅
槃
等
に
限
れ
り
。

た
す

し
か
し
二
乗
と
性
分
の
定
ま
っ
た
者
や
仏
性
の
な
い
不
信
謗
法
の
者
に
対
し
て
は
、
戒
律
の
上
で
も
智
恵
の
修

行
の
上
で
も
、
受
戒
も
得
道
も
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
華
経
・
涅
槃
経
な
ど
は
た
だ
五
逆

・
七
逆
・
謗
法
の
者
を
救
う
ば
か
り
で
な
く
、
成
仏
で
き
な
い
と
定
め
ら
れ
た
二
乗
も
仏
性
が
な
い
と
い
わ
れ

た
闡
提
も
、
と
も
に
救
う
の
で
あ
る
。
こ
と
に
末
法
の
時
代
は
生
死
の
苦
海
に
沈
ん
で
浮
か
び
上
が
れ
な
い
常

せ
ん
だ
い

没
の
闡
提
が
多
い
。
ど
う
し
て
観
無
量
寿
経
な
ど
の
四
十
余
年
の
方
便
経
に
よ
っ
て
救
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
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( 85 )

仏
性
の
な
い
闡
提
や
成
仏
で
き
な
い
と
定
め
ら
れ
た
二
乗
の
救
済
は
、
法
華
経
・
涅
槃
経
だ
け
に
限
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

四
十
余
年
の
経
に
依
る
人
師
は
彼
の
経
の
機
を
取
る
。
こ
の
人
は
い
ま
だ
教
相
を
知
ら
ざ
る
が
故
な
り
。

に

ん

し

か

た
だ
し
往
生
要
集
は
、
一
往
序
文
を
見
る
時
は
、
法
華
・
真
言
等
を
も
つ
て
顕
密
の
内
に
入
れ
て
、
殆
ど

末
代
の
機
に
叶
わ
ず
と
書
す
と
い
え
ど
も
、
文
に
入
り
て
委
細
に
一
部
三
巻
の
始
末
を
見
る
に
、
第
十
の

か
な

し
る

も
ん

問
答
料
簡
の
下
に
正
し
く
諸
行
の
勝
劣
を
定
む
る
時
、
観
仏
三
昧
・
般
舟
三
昧
・
十
住
毘
婆
沙
論
・
宝
積

も
ん
ど
う
り
よ
う
け
ん

も
と

ま
さ

か
ん
ぶ
つ
さ
ん
ま
い

は
ん
じ
ゆ

じ
ゆ
う
じ
ゆ
う
び
ば
し
や
ろ
ん

ほ
う
し
や
く

・
大
集
等
の
爾
前
の
経
論
を
引
い
て
、
一
切
の
万
行
に
対
し
て
、
念
仏
三
昧
を
も
つ
て
王
三
昧
と
立
て
了

だ
い
し
ゆ
う

に

ぜ

ん

ま
ん
ぎ
よ
う

お
う
さ
ん
ま
い

お
わ

ん
ぬ
。

そ
れ
を
四
十
余
年
の
方
便
経
に
依
る
人
師
た
ち
は
、
そ
の
方
便
経
で
救
う
こ
と
の
で
き
る
機
根
の
者
を
取
っ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
人
た
ち
は
仏
一
代
の
教
法
の
浅
深
勝
劣
を
考
え
る
と
い
う
仏
教
の
根
本
を

知
ら
な
い
か
ら
、
機
に
合
わ
せ
て
教
を
選
ぶ
と
い
う
誤
り
を
犯
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
往
生
要

集
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
応
序
文
を
見
る
と
、
法
華
や
真
言
な
ど
を
顕
教
・
密
教
の
中
に
入
れ
て
、
末
代
の

機
に
は
教
え
が
深
す
ぎ
て
合
わ
な
い
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
本
文
の
一
部
三
巻
を
始
め
か
ら
終
わ

り
ま
で
く
わ
し
く
調
べ
て
み
る
と
、
第
十
の
問
答
料
簡
の
段
の
第
七
で
ま
さ
し
く
諸
行
の
勝
劣
を
判
定
す
る
時
、

観
仏
三
昧
経
・
般
舟
三
昧
経
・
十
住
毘
婆
沙
論
・
宝
積
経
・
大
集
経
な
ど
の
法
華
以
前
の
四
十
余
年
の
方
便
の

経
論
を
引
い
て
、
一
切
の
修
行
に
対
し
て
念
仏
三
昧
が
最
勝
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

線
教相　　教相判釈のことで、仏が一代に説かれた諸経の成立順序を体系的に整理し配列し、教義の浅深勝劣を明らかに分別し判定すること。天台智顗の五時八教や三種教相、日蓮聖人の五重相対や四種三段などがそれである。また観心に対して、その経の説かれるにいたった因縁や説法の趣旨、教理などを究明することをいう。
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最
後
に
一
つ
の
問
答
あ
り
。
爾
前
の
禅
定
念
仏
三
昧
を
も
つ
て
、
法
華
経
の
一
念
信
解
に
対
す
る
に
、

ぜ
ん
じ
よ
う

百
千
万
億
倍
劣
る
と
定
む
。
ま
た
問
を
通
ず
る
時
、
念
仏
三
昧
を
万
行
に
勝
る
る
と
い
う
は
、
爾
前
の
当
分

す
ぐ

と
う
ぶ
ん

な
り
と
云
云
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
。
慧
心
の
意
は
、
往
生
要
集
を
造
り
て
末
代
の
愚
機
を
調
え
て
、
法

こ
こ
ろ

ぐ

き

と
と
の

華
経
に
入
れ
ん
が
た
め
な
り
。
例
せ
ば
仏
の
四
十
余
年
の
経
を
も
つ
て
権
機
を
調
え
、
法
華
経
に
入
れ
た

も
う
が
ご
と
し
。

そ
し
て
最
後
に
一
つ
の
問
答
が
あ
っ
て
、
四
十
余
年
の
最
勝
の
禅
定
で
あ
る
念
仏
三
昧
を
法
華
経
の
一
念
信
解

の
功
徳
に
比
べ
る
と
、
百
千
万
億
倍
劣
っ
て
い
る
と
定
め
ら
れ
た
。
ま
た
次
に
答
え
る
時
、
念
仏
三
昧
を
一
切

の
修
行
に
す
ぐ
れ
る
と
い
う
の
は
四
十
余
年
の
方
便
経
の
範
囲
内
で
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
う

し
て
み
る
と
、
恵
心
僧
都
の
意
図
は
、
往
生
要
集
を
作
り
末
代
の
愚
か
な
機
根
を
調
え
て
、
次
第
に
法
華
経

と
と
の

へ
導
き
入
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
仏
が
四
十
余
年
の
あ
い
だ
方
便
の
経
を
説
い
て
愚
か
な
機
根
を

調
え
て
、
法
華
経
に
導
き
入
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

故
に
最
後
に
一
乗
要
決
を
造
る
。
そ
の
序
に
云
く
、「
諸
乗
の
権
実
は
古
来
の
諍
い
な
り
。
倶
に
経
論
に
拠

し
よ
じ
よ
う

あ
ら
そ

と
も

よ

り
て
是
非
を
執
す
。
余
、
寛
弘
丙
午
の
歳
冬
十
月
、
病
中
に
歎
い
て
曰
く
、
仏
法
に
遇
う
と
い
え
ど
も
、

し
ゆ
う

よ

か
ん
こ
う
ひ
の
え
う
ま

あ

仏
意
を
了
せ
ず
。
も
し
終
に
手
を
空
し
う
せ
ば
、
後
悔
何
ぞ
追
ば
ん
。
こ
こ
に
経
論
の
文
義
・
賢
哲
の

つ
い

む
な

な
ん

お
よ

も

ん

ぎ

け
ん
て
つ

章
疏
、
或
は
人
を
し
て
尋
ね
し
め
、
或
は
自
ら
思
択
し
、
全
く
自
宗
・
他
宗
の
偏
党
を
捨
て
て
、
専
ら
権
智

し
よ
う
じ
よ

み
ず
か

し

た

く

も
つ
ぱ

ご

ん

ち
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・
実
智
の
深
奥
を
探
る
に
、
終
に
一
乗
は
真
実
の
理
、
五
乗
は
方
便
の
説
を
得
る
者
な
り
。
す
で
に
今
生

し
ん
の
う

さ
ぐ

こ
ん
じ
よ
う

の
蒙
を
開
く
、
何
ぞ
夕
死
の
恨
み
を
遺
さ
ん
や
」
と
〈
已
上
〉。

も
う

せ

き

し

の
こ

そ
れ
ゆ
え
に
恵
心
僧
都
は
最
後
に
一
乗
要
決
を
作
っ
た
。
そ
の
序
文
に
「
も
ろ
も
ろ
の
教
え
が
方
便
か
真
実
か

の
問
題
は
古
く
か
ら
の
争
い
で
、
い
ず
れ
も
経
論
を
証
拠
と
し
て
お
互
い
に
自
分
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
相
争
っ

て
い
る
。
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
の
冬
十
月
、
自
分
は
病
中
に
歎
い
て
い
う
に
は
、
値
い
が
た
い
仏
法
に
縁

あ

が
あ
っ
て
値
う
こ
と
が
で
き
て
も
、
仏
の
御
心
を
よ
く
理
解
で
き
な
い
で
い
る
。
も
し
こ
の
ま
ま
何
も
し
な

み

こ
こ
ろ

い
で
空
し
く
こ
の
世
を
終
わ
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
後
に
後
悔
し
て
も
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
自
分
は

経
論
の
文
句
や
意
味
を
知
り
、
昔
の
賢
人
や
哲
人
が
経
論
に
つ
い
て
注
釈
し
た
書
物
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
、

あ
る
い
は
弟
子
た
ち
に
調
べ
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
自
分
で
考
え
選
択
し
た
り
し
て
、
自
分
の
宗
や
他
の
宗
に

執
着
す
る
偏
っ
た
考
え
を
完
全
に
捨
て
て
、
も
っ
ぱ
ら
仏
の
方
便
の
智
恵
と
真
実
の
智
恵
の
奥
深
い
と
こ
ろ

か
た
よ

を
探
究
し
て
み
る
と
、
一
仏
乗
の
教
え
こ
そ
が
真
実
で
あ
っ
て
、
人
間
・
天
上
・
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
五
乗

の
差
別
を
説
く
教
え
は
方
便
の
説
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。
も
は
や
自
分
は
今
生
の
迷
い
を
開
く
こ

と
が
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
も
う
今
夜
に
死
ん
で
も
思
い
残
す
こ
と
は
何
も
な
い
」
と
書
い
て
あ
る
。

こ
の
序
の
意
は
偏
に
慧
心
の
本
意
を
顕
わ
す
な
り
。
自
宗
・
他
宗
の
偏
党
を
捨
つ
る
時
、
浄
土
の
法
門

こ
こ
ろ

ひ
と
え

え

し

ん

ほ

ん

い

を
捨
て
ざ
ら
ん
や
。
一
乗
は
真
実
の
理
を
得
る
時
、
専
ら
法
華
経
に
依
る
に
あ
ら
ず
や
。
源
信
僧
都
は
永
観

え
い
か
ん

二
年
甲
申
の
冬
十
一
月
往
生
要
集
を
造
り
、
寛
弘
三
年
丙
午
の
冬
十
月
の
比
一
乗
要
決
を
造
る
。
そ
の

き
の
え
さ
る

か
ん
こ
う

こ
ろ
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中
間
二
十
余
年
な
り
。
権
を
先
に
し
、
実
を
後
に
す
。
あ
た
か
も
仏
の
ご
と
く
、
ま
た
竜
樹
・
天
親
・
天

ご
ん

じ
つ

台
等
の
ご
と
し
。

こ
の
序
文
の
意
味
は
、
恵
心
僧
都
の
本
心
を
言
い
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
宗
や
他
の
宗
に
偏
っ
た
考

え
を
捨
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
の
法
門
を
も
捨
て
た
に
違
い
な
い
。
一
乗
真
実
の
理
を
得
た
時
は
、

も
っ
ぱ
ら
法
華
経
に
よ
っ
て
信
心
を
決
定
し
た
の
で
は
な
い
か
。
源
信
僧
都
は
永
観
二
年
（
九
八
四
）
冬
十
一

月
に
往
生
要
集
を
作
り
、
寛
弘
三
年
冬
十
月
の
頃
に
一
乗
要
決
を
作
っ
た
。
そ
の
間
は
二
十
余
年
を
経
て
い
る
。

先
の
往
生
要
集
は
方
便
で
あ
り
、
後
の
一
乗
要
決
は
真
実
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
の
先
権
後
実
の
説
法
の
次
第
と

同
じ
で
あ
り
、
ま
た
竜
樹
や
天
親
や
天
台
な
ど
の
諸
先
師
と
も
同
じ
で
あ
る
。

汝
、
往
生
要
集
を
便
り
と
し
て
、
師
の
謗
法
の
失
を
救
わ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
あ
え
て
そ
の
義
類
に
似
ず
。

た
よ

と
が

義
類
の
同
じ
き
を
も
つ
て
一
処
に
聚
む
と
は
、
何
等
の
義
類
同
な
る
や
。
華
厳
経
の
ご
と
き
は
、
二
乗
界

あ
つ

な

ん

ら

ぎ

る

い

ど
う

け

ご

ん

を
隔
つ
る
が
故
に
十
界
互
具
な
し
。
方
等
・
般
若
の
諸
経
も
ま
た
十
界
互
具
を
許
さ
ず
。
観
経
等
の

へ
だ

じ
つ
か
い

ご

ぐ

往
生
極
楽
も
ま
た
方
便
の
往
生
な
り
。
成
仏
・
往
生
倶
に
法
華
経
の
ご
と
き
往
生
に
あ
ら
ず
。
皆
別
時

お
う
じ
よ
う
ご
く
ら
く

じ
よ
う
ぶ
つ

と
も

み

な

べ

つ

じ

意
趣
の
往
生
・
成
仏
な
り
。

い

し

ゆ汝
は
往
生
要
集
を
助
証
と
し
て
師
の
源
空
の
謗
法
の
罪
を
救
お
う
と
し
て
い
る
が
、
往
生
要
集
と
選
択
集
と
は

そ
の
教
義
の
種
類
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
往
生
要
集
は
仏
の
化
導
に
順
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
選
択
集
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は
方
便
に
依
っ
て
真
実
を
捨
て
て
仏
の
化
導
に
背
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
汝
は
教
義
の
種
類
が
似
て
い
る
か
ら

一
箇
所
に
集
め
た
と
い
う
が
、
い
っ
た
い
ど
こ
が
類
似
し
て
い
る
と
い
う
の
か
。
法
華
経
と
四
十
余
年
の
諸
経

と
は
ま
っ
た
く
教
義
の
種
類
を
別
に
す
る
の
で
あ
る
。
華
厳
経
は
二
乗
を
差
別
し
て
そ
の
成
仏
を
許
さ
な
い
か

ら
十
界
互
具
の
教
理
が
成
り
立
た
な
い
。
方
等
・
般
若
の
諸
経
も
ま
た
同
じ
く
十
界
互
具
を
説
か
な
い
。
十
界

互
具
を
説
か
な
い
か
ら
観
無
量
寿
経
な
ど
に
説
く
往
生
極
楽
の
教
え
も
、
方
便
の
往
生
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

四
十
余
年
の
経
々
に
説
く
成
仏
や
往
生
の
教
え
は
、
い
ず
れ
も
法
華
経
に
説
か
れ
る
よ
う
な
往
生
や
成
仏
で
は

な
く
、
み
な
別
時
意
趣
と
い
っ
て
功
徳
を
積
め
ば
未
来
に
い
つ
か
往
生
や
成
仏
が
で
き
る
と
い
う
も
の
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
上
、
源
信
僧
都
の
意
は
、
四
威
儀
に
行
じ
易
き
が
故
に
念
仏
を
も
つ
て
易
行
と
言
い
、
四
威
儀
に

こ
こ
ろ

い
ぎ
よ
う

行
じ
難
き
が
故
に
法
華
を
も
つ
て
難
行
と
称
せ
ば
、
天
台
・
妙
楽
の
釈
を
破
る
人
な
り
。
所
以
に
妙
楽

な
ん
ぎ
よ
う

み
よ
う
ら
く

ゆ

え

大
師
は
、
末
代
の
鈍
者
・
無
智
の
者
等
の
法
華
経
を
行
ず
る
に
、
普
賢
菩
薩
並
に
多
宝
・
十
方
の
諸
仏
を

ど
ん
し
や

ふ

げ

ん

見
奉
る
を
易
行
と
定
め
て
云
く
、「
散
心
に
法
華
を
誦
し
、
禅
三
昧
に
入
ら
ず
、
坐
立
行
一
心
に
法
華
の

さ
ん
し
ん

じ
ゆ

ざ
り
ゆ
う
ぎ
よ
う

文
字
を
念
ぜ
よ
」
と
〈
已
上
〉。

も

ん

じそ
の
上
、
源
信
僧
都
の
意
向
が
、
行
往
坐
臥
の
日
常
の
行
な
い
の
四
威
儀
で
修
行
し
や
す
い
か
ら
念
仏
が
易
行

で
あ
り
、
四
威
儀
に
修
行
し
が
た
い
か
ら
法
華
経
は
難
行
で
あ
る
と
判
定
し
た
の
な
ら
ば
、
源
信
僧
都
は
天
台

大
師
や
妙
楽
大
師
な
ど
の
天
台
宗
の
祖
師
の
解
釈
を
破
る
者
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
、
妙
楽
大
師
は
摩
訶
止
観
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弘
決
に
法
華
三
昧
を
説
明
す
る
時
、
末
代
の
鈍
根
無
智
の
者
が
法
華
経
を
修
行
す
れ
ば
、
普
賢
菩
薩
や
多
宝
仏

ぐ
け
つ

や
十
方
の
諸
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
易
行
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
、「
散
乱
の
心
で
法
華
経
を

読
ん
で
も
よ
い
、
禅
定
三
昧
に
入
っ
て
精
神
を
集
中
し
な
く
て
も
よ
い
、
坐
る
に
も
立
つ
に
も
歩
く
に
も
、
た

だ
一
心
に
法
華
の
文
字
を
念
じ
て
い
れ
ば
よ
い
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
に
背
く
か
ら
で
あ
る
。

そ
む

こ
の
釈
の
意
趣
は
偏
に
末
代
の
愚
者
を
摂
せ
ん
が
た
め
な
り
。
散
心
と
は
定
心
に
対
す
る
語
な
り
。
法

ひ
と
え

じ
よ
う
し
ん

華
を
誦
す
と
は
、
八
巻
・
一
巻
・
一
字
・
一
句
・
一
偈
・
題
目
、
一
心
一
念
随
喜
の
者
、
五
十
展
転
等
な

て
ん
で
ん

り
。
坐
立
行
と
は
四
威
儀
を
嫌
わ
ざ
る
な
り
。
一
心
と
は
、
定
の
一
心
に
も
あ
ら
ず
、
理
の
一
心
に
も
あ

ら
ず
、
散
心
の
中
の
一
心
な
り
。
法
華
の
文
字
を
念
ず
る
と
は
、
こ
の
経
は
諸
経
の
文
字
に
似
ず
、
一
字

を
誦
す
と
い
え
ど
も
、
八
万
宝
蔵
の
文
字
を
含
み
、
一
切
諸
仏
の
功
徳
を
納
む
る
な
り
。

く

ど

く

こ
の
解
釈
の
意
向
は
、
た
だ
ひ
と
え
に
末
代
の
愚
者
を
救
う
た
め
で
あ
る
。
文
に
「
散
心
」
と
い
う
の
は
「
定

心
」
に
対
す
る
語
で
、
日
常
の
散
乱
の
心
の
意
味
で
あ
る
。「
法
華
経
を
読
む
」
と
い
う
の
は
法
華
経
の
八
巻
・

一
巻
・
一
字
・
一
句
・
一
偈
を
読
み
、
題
目
を
唱
え
、
ま
た
最
初
の
一
心
・
一
念
に
随
喜
の
心
を
起
こ
す
者
、

ま
た
五
十
人
が
次
第
し
て
こ
の
経
を
聞
き
伝
え
る
な
ど
を
い
う
の
で
あ
る
。「
坐
立
行
」
と
は
、
行
住
坐
臥
の
四

威
儀
を
嫌
わ
な
い
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。「
一
心
」
と
い
う
の
は
、
精
神
を
統
一
し

て
の
一
心
で
も
な
く
、
心
の
内
に
あ
る
理
性
の
一
心
で
も
な
く
、
散
乱
し
て
い
る
日
常
の
心
の
一
心
で
あ
る
。「
法

華
の
文
字
を
念
ず
る
」
と
は
、
法
華
経
の
文
字
は
諸
経
の
文
字
と
は
異
な
り
、
す
べ
て
を
備
え
て
欠
け
る
こ
と
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が
な
い
か
ら
、
た
と
え
一
字
を
読
ん
で
も
仏
の
八
万
宝
蔵
の
文
字
を
含
み
、
一
切
の
諸
仏
の
功
徳
を
納
め
て
い

る
の
で
あ
る
。

天
台
大
師
玄
義
の
八
に
云
く
、「
手
に
巻
を
執
ら
ざ
れ
ど
も
常
に
こ
の
経
を
読
み
、
口
に
言
声
な
け
れ
ど

げ

ん

ぎ

か
ん

と

ご
ん
し
よ
う

も
徧

く
衆
典
を
誦
し
、
仏
説
法
せ
ざ
れ
ど
も
恒
に
梵
音
を
聞
き
、
心
に
思
惟
せ
ざ
れ
ど
も
普
く
法
界
を

あ
ま
ね

し
ゆ
て
ん

じ
ゆ

ほ
と
け

つ
ね

ぼ
ん
の
ん

し

ゆ

い

あ
ま
ね

ほ
う
か
い

照
す
」
と
〈
已
上
〉。
こ
の
文
の
意
は
、
手
に
法
華
経
一
部
八
巻
を
執
ら
ざ
れ
ど
も
、
こ
の
経
を
信
ず
る

も
ん

こ
こ
ろ

人
は
昼
夜
十
二
時
の
持
経
者
な
り
。
口
に
読
経
の
声
を
出
さ
ざ
れ
ど
も
、
法
華
経
を
信
ず
る
者
は
日
々

ち
ゆ
う
や
じ
ゆ
う
に
と
き

じ
き
よ
う
し
や

ど
く
き
よ
う

い
だ

に
ち
に
ち

時
々
念
々
に
一
切
経
を
読
む
者
な
り
。

じ

じ

ね
ん
ね
ん

ゆ
え
に
天
台
大
師
は
法
華
玄
義
の
第
八
巻
に
「
手
に
経
巻
を
持
た
な
く
て
も
常
に
こ
の
経
を
読
み
、
口
に
言
語

や
音
声
を
発
し
て
い
な
い
で
も
広
く
諸
経
を
読
み
、
仏
が
説
法
さ
れ
な
い
で
も
常
に
仏
の
清
浄
の
御
声
を
聞
き
、

心
に
思
惟
し
な
い
で
も
広
く
法
界
を
照
見
し
て
い
る
」
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
の
意
味
は
、
た
と
え

手
に
法
華
経
一
部
八
巻
を
持
た
な
く
て
も
、
法
華
経
を
信
ず
る
人
は
昼
夜
十
二
時
に
法
華
経
を
持
つ
人
と
同
じ

で
あ
る
。
た
と
え
口
に
読
経
の
声
を
出
さ
な
く
て
も
、
法
華
経
を
信
ず
る
人
は
日
々
時
々
念
々
に
た
え
ま
な
く

一
切
経
を
読
む
人
と
同
じ
で
あ
る
。

仏
の
入
滅
は
す
で
に
二
千
余
年
を
経
た
り
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
、
法
華
経
を
信
ず
る
者
の
許
に
仏
の

へ

も
と

音
声
を
留
め
て
、
時
時
刻
々
念
々
に
我
が
死
せ
ざ
る
由
を
聞
か
し
む
る
な
り
。
心
に
一
念
三
千
を
観
ぜ

お
ん
じ
よ
う

と
ど

よ
し
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ざ
れ
ど
も
、
徧

く
十
方
法
界
を
照
す
者
な
り
。
こ
れ
ら
の
徳
は
偏
に
法
華
経
を
行
ず
る
者
に
備
わ
れ
る

あ
ま
ね

ひ
と
え

な
り
。
こ
の
故
に
法
華
経
を
信
ず
る
者
は
、
た
と
い
臨
終
の
時
、
心
に
仏
を
念
ぜ
ず
、
口
に
経
を
誦
せ
ず
、

道
場
に
入
ら
ず
と
も
、
心
な
く
し
て
法
界
を
照
し
、
音
な
く
し
て
一
切
経
を
誦
し
、
巻
軸
を
取
ら
ず
と
も

こ
え

か
ん
じ
く

法
華
経
八
巻
を
拳
る
徳
こ
れ
あ
り
。

に
ぎ

仏
の
御
入
滅
か
ら
す
で
に
二
千
余
年
を
経
て
い
る
が
、
法
華
経
を
信
ず
る
人
の
所
に
は
仏
の
音
声
を
残
し
て
、

時
々
刻
々
念
々
に
「
わ
れ
常
に
こ
の
娑
婆
世
界
に
あ
り
」
と
い
う
仏
の
不
滅
の
御
声
を
聞
か
せ
る
の
で
あ
る
。

心
に
一
念
三
千
の
観
法
を
念
じ
な
く
て
も
、
こ
の
人
は
広
く
十
方
世
界
を
照
ら
し
見
る
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
功
徳
は
た
だ
法
華
経
を
修
行
す
る
人
だ
け
に
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
法
華
経
を
信
ず
る
人

は
、
た
と
え
臨
終
の
時
に
心
に
仏
を
念
じ
な
く
て
も
、
口
に
経
を
読
ま
な
く
て
も
、
修
行
の
道
場
に
入
ら
な
い

で
も
、
理
を
究
め
る
心
が
な
く
て
も
法
界
を
照
ら
し
、
声
な
く
し
て
一
切
経
を
読
み
、
経
巻
を
持
た
な
く
て
も

法
華
経
八
巻
を
手
に
握
る
功
徳
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
あ
に
権
教
の
念
仏
者
の
臨
終
正
念
を
期
し
て
十
念
の
念
仏
を
唱
え
ん
と
欲
す
る
者
に
、
百
千
万
倍
勝

ご
ん
き
よ
う

り
ん
じ
ゆ
う
し
よ
う
ね
ん

ご

す
ぐ

る
る
の
易
行
に
あ
ら
ず
や
。
故
に
天
台
大
師
文
句
の
十
に
云
く
、「
都
て
諸
教
に
勝
る
る
が
故
に
、
随
喜

も

ん

ぐ

す
べ

す
ぐ

ず

い

き

功
徳
品
と
言
う
」
と
。
妙
楽
大
師
の
法
華
経
は
諸
経
よ
り
浅
機
を
取
る
、
し
か
る
を
人
師
こ
の
義
を
弁

く

ど

く

ほ

ん

せ

ん

き

わ
き
ま

え
ざ
る
が
故
に
、
法
華
経
の
機
を
深
く
取
る
事
を
破
し
て
云
く
、「
恐
ら
く
は
人
謬
り
解
す
る
者
、
初
心

は

お
そ

あ
や
ま

げ

し
よ
し
ん

線
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の
功
徳
の
大
な
る
こ
と
を
測
ら
ず
し
て
、
功
を
上
位
に
推
し
て
、
こ
の
初
心
を
蔑
る
。
故
に
今
彼
の
行

は
か

お

あ
な
ど

か

ぎ
よ
う

は
浅
く
功
の
深
き
こ
と
を
示
し
て
、
も
つ
て
経
力
を
顕
わ
す
」
と
〈
已
上
〉。

こ
う

き
よ
う
り
き

あ
ら

こ
れ
こ
そ
方
便
教
の
念
仏
者
が
臨
終
正
念
を
願
っ
て
十
回
の
念
仏
を
唱
え
る
よ
り
も
百
千
万
倍
も
す
ぐ
れ
た
易

行
で
は
な
い
か
。
ゆ
え
に
天
台
大
師
は
法
華
文
句
の
第
十
巻
に
「
す
べ
て
が
諸
教
の
功
徳
に
す
ぐ
れ
て
い
る
か

ら
随
喜
功
徳
品
と
名
づ
け
る
」
と
い
わ
れ
、
妙
楽
大
師
は
法
華
文
句
記
の
第
十
巻
に
、
法
華
経
は
諸
経
よ
り
浅

い
愚
か
な
機
根
を
相
手
と
す
る
の
に
、
諸
宗
の
人
師
た
ち
が
こ
の
意
味
を
知
ら
な
い
で
、
法
華
経
の
機
根
は
す

ぐ
れ
た
者
で
あ
る
と
思
う
の
を
破
斥
し
て
「
お
そ
ら
く
は
誤
っ
て
解
釈
す
る
人
が
、
初
心
浅
行
の
者
に
も
大
き

な
功
徳
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
上
位
の
者
で
な
け
れ
ば
修
行
が
で
き
な
い
と
思
っ
て
、
初
心
浅
行
の
者

を
軽
ん
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
今
は
初
心
の
修
行
は
浅
く
て
も
功
徳
の
深
い
こ
と
を
示
し
て
、
こ
の
経
の
力

の
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
顕
わ
す
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

「
も
つ
て
経
力
を
顕
わ
す
」
の
釈
の
意
趣
は
、
法
華
経
は
観
経
等
の
権
経
に
勝
れ
た
る
が
故
に
、
行
は
浅

す
ぐ

く
功
は
深
し
。
浅
機
を
摂
す
る
が
故
な
り
。
も
し
慧
心
の
先
徳
、
法
華
経
を
も
つ
て
念
仏
よ
り
難
行
と

な
ん
ぎ
よ
う

定
め
、
愚
者
・
頑
魯
の
者
を
摂
せ
ず
と
云
わ
ば
、
恐
ら
く
は
逆
路
伽
耶
陀
の
罪
を
招
か
ざ
ら
ん
や
。
ま
た

ぐ

し

や

が

ん

ろ

ぎ
や
く
ろ

か

や

だ

「
恐
ら
く
は
人
謬
り
解
す
る
」
の
内
に
入
ら
ざ
ら
ん
や
。

あ
や
ま

こ
の
「
経
の
力
の
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
顕
わ
す
」
と
い
う
文
の
意
味
は
、
法
華
経
は
観
無
量
寿
経
な
ど
の
方
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便
経
よ
り
も
経
力
が
す
ぐ
れ
て
い
る
か
ら
、
修
行
は
浅
く
て
も
功
徳
は
深
い
と
述
べ
て
、
浅
い
愚
か
な
機
根
を

救
い
取
ろ
う
と
し
た
文
で
あ
る
。
も
し
恵
心
僧
都
が
法
華
経
を
念
仏
よ
り
も
難
行
で
あ
る
と
定
め
て
、
末
代
の

愚
か
な
者
や
頑
固
で
愚
鈍
の
者
を
救
え
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
は
逆
路
伽
耶
陀
と
い
っ
て
祖
師
で
あ

る
天
台
大
師
や
妙
楽
大
師
に
背
く
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
妙
楽
大
師
の
誡
め
て
い
る
「
お
そ
ら

い
ま
し

く
は
誤
っ
て
解
釈
す
る
者
」
の
語
の
中
に
入
る
者
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

総
じ
て
天
台
・
妙
楽
の
三
大
部
の
本
末
の
意
は
、
法
華
経
は
諸
経
に
漏
れ
た
る
愚
者
・
悪
人
・
女
人
・

ほ
ん
ま
つ

こ
こ
ろ

常
没
の
闡
提
等
を
摂
し
た
も
う
な
り
。
他
師
は
仏
意
を
覚
ら
ざ
る
が
故
に
、
法
華
経
を
諸
経
に
同
じ
、

じ
よ
う
も
つ

せ
ん
だ
い

或
は
地
住
の
機
に
取
り
、
或
は
凡
夫
に
お
い
て
も
別
時
意
趣
の
義
を
存
す
。
こ
れ
ら
の
邪
義
を
破
し
て
、

じ
じ
ゆ
う

べ

つ

じ

い

し

ゆ

人
天
・
四
悪
を
も
つ
て
法
華
経
の
機
と
定
む
。
種
類
・
相
対
を
も
つ
て
過
去
の
善
悪
を
収
む
。
人
天
に
生

し

あ

く

し
ゆ
る
い

そ
う
た
い

し
よ
う

ず
る
人
、
あ
に
過
去
の
五
戒
十
善
な
か
ら
ん
や
等
と
定
め
了
ん
ぬ
。
も
し
慧
心
こ
の
義
に
背
か
ば
、
あ
に

お
わ

天
台
宗
を
知
れ
る
人
な
ら
ん
や
。

お
よ
そ
天
台
大
師
の
法
華
玄
義
・
法
華
文
句
・
摩
訶
止
観
の
三
大
部
と
妙
楽
大
師
の
三
大
部
の
注
釈
書
の
意
見

は
、
法
華
経
は
諸
経
の
救
い
に
漏
れ
た
愚
者
・
悪
人
・
女
人
・
生
死
の
苦
海
に
沈
む
断
善
根
の
者
な
ど
を
救
い

あ
げ
る
経
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
他
宗
の
人
師
は
こ
の
仏
の
御
心
を
知
ら
な
い
か
ら
、
法
華

み

こ
こ
ろ

経
を
諸
経
と
同
じ
と
思
っ
た
り
、
あ
る
い
は
法
華
経
の
教
え
を
聞
く
こ
と
の
で
き
る
人
は
、
仏
の
境
界
に
い
た
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種類・相対　　種類は就類種で、就類種・相対種の二種開会（かいえ）のこと。経の聴聞・礼拝などを成仏の種であるとするのが就類種、煩悩・業・苦の三道がただちに法身・般若・解脱の三徳であるとするのを相対種という。前者は後天的な修徳（しゆとく）、後者は先天的な性徳（しようとく）である。就類・相対の二種で、善悪の機をすべて救済できる。日蓮聖人は、相対種を法華経受持による即身成仏として説いている。
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る
ま
で
の
五
十
二
の
階
位
の
中
で
も
、
初
地
・
初
住
以
上
の
高
い
位
の
者
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
法
華
経
で
凡

夫
が
仏
に
成
る
と
い
っ
て
も
別
時
意
趣
だ
と
思
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
邪
義
を
破
斥
し
て
、
六
道
輪
廻

の
人
び
と
こ
そ
法
華
経
を
受
け
る
べ
き
機
で
あ
る
と
定
め
、
就
類
種
・
相
対
種
の
二
種
の
開
会
を
説
い
て
、
過

か
い
え

去
の
善
悪
を
仏
種
と
し
て
肯
定
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
や
天
上
界
に
生
ま
れ
る
ほ
ど
の
人
は
、
必
ず
過
去
に
五

戒
や
十
善
の
善
根
を
積
ん
だ
人
で
あ
る
か
ら
成
仏
す
る
の
は
間
違
い
な
い
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
恵

心
僧
都
が
こ
の
意
見
に
背
い
て
法
華
経
は
末
代
の
衆
生
に
合
わ
な
い
と
考
え
た
な
ら
ば
、
天
台
宗
を
知
ら
な
い

人
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
る
に
源
空
深
く
こ
の
義
に
迷
う
が
故
に
、
往
生
要
集
に
お
い
て
僻
見
を
起
し
て
、
自
ら
も
失
い
他

び
や
つ
け
ん

を
も
誤
る
者
な
り
。
た
ま
た
ま
宿
善
あ
り
て
実
教
に
入
り
な
が
ら
、
一
切
衆
生
を
化
し
て
権
教
に
還
ら

し
ゆ
く
ぜ
ん

い
つ
さ
い
し
ゆ
じ
よ
う

け

か
え

し
め
、
剰
え
実
教
を
破
せ
し
む
。
あ
に
悪
師
に
あ
ら
ず
や
。
彼
の
久
遠
下
種
・
大
通
結
縁
の
者
の
五
百

あ
ま
つ
さ

く

お

ん

げ

し

ゆ

だ
い
つ
う
け
ち
え
ん

・
三
千
の
塵
点
を
経
る
が
ご
と
き
は
、
法
華
の
大
教
を
捨
て
て
爾
前
の
権
小
に
遷
る
が
故
に
、
後
に
は

じ
ん
で
ん

ふ

だ
い
き
よ
う

に

ぜ

ん

ご
ん
し
よ
う

う
つ

権
経
を
も
捨
て
て
六
道
に
回
り
ぬ
。

ご
ん
き
よ
う

め
ぐ

と
こ
ろ
が
源
空
は
こ
の
教
法
と
機
根
と
の
関
係
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
往
生
要
集
を
読
ん
で
も
間
違
っ

た
考
え
を
起
こ
し
て
、
自
分
も
誤
り
他
人
を
も
誤
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
前
世
に
善
根
を
積
ん
だ
功
徳

に
よ
っ
て
法
華
の
真
実
教
を
学
び
な
が
ら
、
一
切
衆
生
に
方
便
教
を
勧
め
て
念
仏
に
移
ら
せ
、
そ
の
上
に
真
実

教
を
破
斥
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
悪
師
で
は
な
い
か
。
寿
量
品
に
説
く
久
遠
の
昔
に
法
華
経
を
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聞
い
て
成
仏
の
種
を
植
え
た
者
が
五
百
塵
点
劫
の
間
六
道
に
輪
廻
し
、
化
城
喩
品
に
説
く
大
通
仏
の
昔
に
法
華

け
じ
よ
う
ゆ

経
を
聞
い
て
成
仏
の
縁
を
結
ん
だ
者
が
三
千
塵
点
劫
の
間
生
死
を
輪
廻
し
て
い
る
の
は
、
法
華
の
大
教
を
捨
て

て
四
十
余
年
の
方
便
経
や
小
乗
経
に
移
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
後
に
は
つ
い
に
そ
れ
さ
え
も
捨
て
て
六
道
に
輪
廻

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

不
軽
軽
毀
の
衆
は
千
劫
阿
鼻
地
獄
に
堕
つ
。
権
師
を
信
じ
て
実
経
を
弘
む
る
者
に
誹
謗
を
な
し
た
る
が
故

ふ
き
よ
う
き
よ
う
き

し
ゆ

せ
ん
こ
う

あ

び

じ

ご

く

お

な
り
。
し
か
る
に
源
空
、
我
が
身
に
た
だ
実
経
を
捨
て
て
権
経
に
入
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
人
を
勧
め
て

ご
ん
き
よ
う

す
す

実
経
を
捨
て
て
権
経
に
入
ら
し
め
、
ま
た
権
人
を
し
て
実
経
に
入
ら
し
め
ず
。
剰
え
実
経
の
行
者
を
罵

ご
ん
に
ん

あ
ま
つ
さ

の
の
し

る
の
罪
、
永
劫
に
も
浮
び
難
か
ら
ん
か
。

よ
う
ご
う

不
軽
菩
薩
を
軽
ん
じ
毀
っ
た
衆
生
は
千
劫
の
長
い
間
無
間
地
獄
に
堕
ち
た
。
こ
れ
は
方
便
経
を
弘
め
る
悪
師
を

そ
し

信
じ
て
真
実
経
を
弘
め
る
善
師
を
誹
謗
し
た
罪
に
よ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
源
空
は
た
だ
自
分
自
身
が
真
実

経
を
捨
て
て
方
便
経
に
入
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
他
人
を
も
勧
め
て
真
実
経
を
捨
て
て
方
便
経
に
入
ら
せ
、
ま

た
方
便
経
の
人
を
真
実
経
に
入
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
、
そ
の
う
え
真
実
経
の
行
者
を
罵
っ
た
謗
法
の
罪
は
、
未

来
永
劫
に
無
間
地
獄
に
堕
ち
て
浮
か
び
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

問
う
て
云
く
、
十

住
毘
婆
沙
論
は
一
代
の
通
論
な
り
。
難
易
の
二
道
の
内
に
何
ぞ
法
華
・
真
言
・
涅
槃

じ
ゆ
う
じ
ゆ
う

び

ば

し
や
ろ
ん

な

ん

い

を
入
れ
ざ
る
や
。
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問
う
て
い
う
、
十
住
毘
婆
沙
論
は
仏
一
代
の
聖
教
に
通
じ
る
論
書
で
あ
る
。
ゆ
え
に
難
行
・
易
行
の
二
道
の
中

に
法
華
経
や
真
言
経
や
涅
槃
経
も
入
る
べ
き
な
の
に
、
ど
う
し
て
入
れ
な
か
っ
た
の
か
。

答
え
て
云
く
、
一
代
の
諸
大
乗
経
に
お
い
て
、
華
厳
経
の
ご
と
き
は
初
頓
・
後
分
あ
り
。
初
頓
の
華
厳
は

け

ご

ん

し
よ
と
ん

ご

ぶ

ん

二
乗
の
成
・
不
成
を
論
ぜ
ず
。
方
等
部
の
諸
経
は
、
一
向
に
二
乗
・
無
性
の
闡
提
の
成
仏
を
斥
う
。
般
若

に
じ
よ
う

じ
よ
う

ふ
じ
よ
う

い
つ
こ
う

む
し
よ
う

せ
ん
だ
い

き
ら

は
ん
に
や

部
の
諸
経
も
こ
れ
に
同
じ
。
総
じ
て
四
十
余
年
の
諸
大
乗
経
の
意
は
、
法
華
・
涅
槃
・
大
日
経
等
の
ご
と

く
、
二
乗
・
無
性
の
成
仏
を
許
さ
ず
。

答
え
て
い
う
、
仏
が
一
代
五
十
年
に
説
か
れ
た
も
ろ
も
ろ
の
大
乗
経
に
お
い
て
、
華
厳
経
に
は
仏
成
道
の
最
初

三
七
日
に
寂
滅
道
場
で
悟
り
の
境
地
を
直
接
説
か
れ
た
初
頓
の
華
厳
経
と
後
に
各
処
に
お
い
て
説
か
れ
た
後
分

さ
ん
し
ち

の
華
厳
経
と
が
あ
る
が
、
そ
の
初
頓
の
華
厳
の
会
座
に
は
二
乗
を
交
え
な
い
か
ら
、
二
乗
の
成
仏
を
論
じ
て
い

え

ざ

ま
じ

な
い
。
方
等
部
の
諸
経
は
二
乗
や
仏
性
の
な
い
不
信
の
者
の
成
仏
を
否
定
し
て
い
る
。
般
若
部
の
諸
経
も
同
じ

く
二
乗
の
成
仏
を
説
い
て
い
な
い
。
お
よ
そ
四
十
余
年
の
も
ろ
も
ろ
の
大
乗
経
の
意
見
は
法
華
経
・
涅
槃
経
・

大
日
経
な
ど
と
は
異
な
り
、
二
乗
や
仏
性
の
な
い
不
信
の
者
の
成
仏
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
も
つ
て
こ
れ
を
撿

う
る
に
、
爾
前
と
法
華
の
相
違
は
水
火
の
ご
と
し
。
滅
後
の
論
師
竜
樹
・

か
ん
が

に

ぜ

ん

す

い

か

ろ

ん

じ

り
ゆ
う
じ
ゆ

天
親
も
ま
た
倶
に
千
部
の
論
師
な
り
。
所
造
の
論
に
通
・
別
の
二
論
あ
り
。
通
論
に
お
い
て
も
ま
た
二
あ

て
ん
じ
ん

と
も

せ

ん

ぶ

り
。
四
十
余
年
の
通
論
と
一
代
五
十
年
の
通
論
と
な
り
。
そ
の
差
別
を
分
つ
に
、
決
定
性
の
二
乗
・
無
性

け
つ
じ
よ
う
し
よ
う

む
し
よ
う
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の
闡
提
の
成
・
不
成
を
も
つ
て
、
論
の
権
実
を
定
む
る
な
り
。

せ
ん
だ
い

こ
れ
ら
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
四
十
余
年
の
諸
経
と
法
華
経
と
の
相
違
は
水
と
火
と
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
仏

滅
後
の
論
師
で
あ
る
竜
樹
菩
薩
や
天
親
菩
薩
は
と
も
に
千
部
の
論
を
作
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
論
に
、
通

じ
て
諸
経
の
意
を
述
べ
た
も
の
と
、
別
し
て
一
経
の
意
を
述
べ
た
も
の
と
が
あ
る
。
ま
た
通
論
の
中
に
も
四
十

余
年
の
諸
経
だ
け
に
通
じ
る
論
と
仏
一
代
五
十
年
の
す
べ
て
に
通
じ
る
論
と
の
二
種
が
あ
る
。
そ
の
区
別
の
基

準
は
決
定
性
の
二
乗
と
仏
性
の
な
い
不
信
の
者
と
の
成
仏
を
許
す
か
許
さ
な
い
か
に
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ

の
論
が
四
十
余
年
の
諸
経
に
関
す
る
方
便
の
通
論
か
、
法
華
経
な
ど
の
真
実
の
通
論
か
を
判
定
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
大
論
は
竜
樹
菩
薩
の
造
、
羅
什
三
蔵
の
訳
な
り
。
般
若
経
に
依
る
時
は
二
乗
作
仏
を
許
さ
ず
。

だ
い
ろ
ん

り
ゆ
う
じ
ゆ

ら
じ
ゆ
う

に
じ
よ
う

さ

ぶ

つ

法
華
経
に
依
れ
ば
二
乗
作
仏
を
許
す
。
十
住
毘
婆
沙
論
も
ま
た
竜
樹
菩
薩
の
造
、
羅
什
三
蔵
の
訳
な
り
。

こ
の
論
も
ま
た
二
乗
作
仏
を
許
さ
ず
。
こ
れ
を
も
つ
て
知
ん
ぬ
。
法
華
已
前
の
諸
大
乗
経
の
意
を
申
べ

こ
こ
ろ

の

た
る
論
な
る
こ
と
を
。

そ
こ
で
こ
の
基
準
か
ら
み
る
と
、
大
智
度
論
は
竜
樹
菩
薩
の
作
で
羅
什
三
蔵
の
翻
訳
で
あ
る
。
こ
の
論
は
般
若

経
の
説
を
述
べ
る
時
は
二
乗
の
成
仏
を
許
さ
な
い
が
、
法
華
経
の
説
を
述
べ
る
時
は
二
乗
の
成
仏
を
許
す
の
で

あ
る
。
ゆ
え
に
大
論
は
一
代
の
通
論
で
方
便
・
真
実
二
教
に
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
十
住
毘

婆
沙
論
も
同
じ
く
竜
樹
菩
薩
の
作
・
羅
什
三
蔵
の
翻
訳
で
あ
る
が
、
こ
の
論
は
二
乗
の
成
仏
を
ま
っ
た
く
認
め

な
い
。
ゆ
え
に
十
住
毘
婆
沙
論
は
法
華
経
以
前
の
も
ろ
も
ろ
の
大
乗
経
の
意
見
を
述
べ
た
方
便
の
通
論
で
あ
る

線
鳩摩羅什　　三四四～四一三。羅什と略称し、中国南北朝時代初期の僧。亀茲（きじ）国の人で、経典の漢訳に従事し、法華経・般若経・大智度論など三十五部三百余巻を翻訳した。門下三千余人ともいわれる。日蓮聖人は羅什の法華経翻訳の業を高く評価し、法華仏教の基礎を築いた先駆者として位置づけている。
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と
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
難
易
二
道
を
分
け
る
時
に
も
法
華
・
涅
槃
な
ど
は
除
か
れ
る
の
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
十
住
毘
婆
沙
論
の
何
れ
の
処
に
二
乗
作
仏
を
許
さ
ざ
る
の
文
出
で
た
る
や
。

い

問
う
て
い
う
、
十
住
毘
婆
沙
論
の
ど
こ
に
二
乗
の
成
仏
を
許
さ
な
い
と
い
う
文
が
あ
る
か
。

答
え
て
云
く
、
十
住
毘
婆
沙
論
の
第
五
に
云
く
〈
竜
樹
菩
薩
造
、
羅
什
訳
〉、「
も
し
声
聞
地
及
び
辟
支
仏
地

し
よ
う
も
ん

じ

び
や
く
し
ぶ
つ
じ

に
堕
つ
る
、
こ
れ
を
菩
薩
の
死
と
名
づ
く
。
す
な
わ
ち
一
切
の
利
を
失
う
。
も
し
地
獄
に
堕
つ
と
も
、
か

お

く
の
ご
と
き
畏
れ
を
生
ぜ
ず
。
も
し
二
乗
の
地
に
堕
つ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
大
怖
畏
を
な
す
。
地
獄
の
中

お
そ

し
よ
う

お

だ

い

ふ

い

に
堕
つ
れ
ど
も
、
畢
竟
し
て
仏
に
至
る
こ
と
を
得
。
も
し
二
乗
の
地
に
堕
つ
れ
ば
、
畢
竟
し
て
仏
道
を
遮

ひ
つ
き
よ
う

う

し
や

す
」
と
〈
已
上
〉。
こ
の
文
、
二
乗
作
仏
を
許
さ
ず
。
あ
た
か
も
浄

名
等
の
「
仏
法
の
中
に
お
い
て
は
、

じ
よ
う
み
よ
う

も
つ
て
敗
種
の
ご
と
し
」
の
文
の
ご
と
し
。

は
い
し
ゆ

答
え
て
い
う
、
十
住
毘
婆
沙
論
の
第
五
巻
の
易
行
品
に
「
も
し
声
聞
や
縁
覚
の
境
地
に
堕
ち
た
な
ら
ば
、
そ
れ

は
菩
薩
の
死
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
慈
悲
心
を
殺
し
た
菩
薩
は
一
切
の
自
利
・
利
他
の
利
益
を
失
う
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
地
獄
に
堕
ち
た
と
し
て
も
畏
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
も
し
二
乗
地
に
堕
ち
た
な
ら

ば
大
い
に
畏
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
地
獄
に
堕
ち
て
も
つ
い
に
は
仏
と
成
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど

も
、
二
乗
地
に
堕
ち
た
な
ら
ば
つ
い
に
仏
に
成
る
道
を
断
つ
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
文
は
十
住
毘
婆
沙
論

が
二
乗
の
成
仏
を
許
さ
な
い
明
ら
か
な
文
証
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
浄
名
経
（
維
摩
経
）
な
ど
に
二
乗
は
「
仏
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法
の
中
で
は
成
仏
の
芽
の
生
じ
な
い
こ
と
は
腐
敗
し
た
種
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
大
論
は
般
若
経
に
依
り
て
二
乗
作
仏
を
許
さ
ず
、
法
華
経
に
依
り
て
二
乗
作
仏
を
許
す
の

文
如
何
。

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
大
智
度
論
は
般
若
経
に
依
る
時
は
二
乗
の
成
仏
を
許
さ
ず
、
法
華
経
に
依
る
時
は
二
乗
の
成
仏

を
許
す
と
い
う
が
、
そ
の
証
文
は
何
で
あ
る
か
。

答
え
て
云
く
、
大
論
の
一
百
に
云
く
〈
竜
樹
菩
薩
造
、
羅
什
三
蔵
訳
〉、「
問
う
て
曰
く
、
さ
ら
に
何
の

法
か
甚
深
に
し
て
般
若
に
勝
れ
た
る
者
あ
つ
て
、
般
若
を
も
つ
て
阿
難
に
属
累
し
、
余
経
を
も
つ
て
菩
薩

じ
ん
じ
ん

す
ぐ

あ

な

ん

ぞ
く
る
い

に
属
累
す
る
や
。
答
え
て
曰
く
、
般
若
波
羅
蜜
は
秘
密
の
法
に
あ
ら
ず
。
し
か
る
に
法
華
等
の
諸
経
は

は
ん
に
や

は

ら

み
つ

阿
羅
漢
の
受
決
作
仏
を
説
く
。
所
以
に
大
菩
薩
よ
く
受
持
し
用
う
。
譬
え
ば
大
薬
師
の
よ
く
毒
を
も
つ
て

あ

ら

か

ん

じ
ゆ
け
つ

さ

ぶ

つ

ゆ

え

じ

ゆ

じ

だ
い

や
く
し

薬
と
な
す
が
ご
と
し
」
と
。
ま
た
九
十
三
に
云
く
、「
阿
羅
漢
の
成
仏
は
論
義
者
の
知
る
と
こ
ろ
に
あ
ら

ろ

ん

ぎ

し

や

ず
。
た
だ
仏
の
み
よ
く
了
し
た
も
う
」
と
〈
已
上
〉。

答
え
て
い
う
、
大
智
度
論
の
第
百
巻
に
「
問
う
、
こ
の
ほ
か
に
般
若
経
よ
り
す
ぐ
れ
た
ど
の
よ
う
な
仏
法
が
あ

っ
て
、
般
若
経
を
声
聞
の
阿
難
に
委
嘱
し
、
他
の
経
を
菩
薩
に
委
嘱
す
る
と
い
う
の
か
。
答
う
、
般
若
経
は
仏

が
心
の
内
に
深
く
秘
し
て
い
た
大
事
の
法
で
は
な
い
。
法
華
経
な
ど
は
阿
羅
漢
果
を
得
た
決
定
性
の
声
聞
の
未
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来
成
仏
を
説
く
か
ら
、
大
菩
薩
だ
け
が
こ
れ
を
受
持
し
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
非
常
に
す
ぐ

れ
た
医
師
だ
け
が
よ
く
毒
を
変
じ
て
薬
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
あ
り
、
ま
た
第
九
十

三
巻
に
は
「
阿
羅
漢
果
を
得
た
決
定
性
の
声
聞
の
成
仏
は
、
論
師
た
ち
の
理
解
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ

仏
だ
け
が
知
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
を
も
つ
て
こ
れ
を
思
う
に
、
論
師
の
権
実
は
あ
た
か
も
仏
の
権
実
の
ご
と
し
。
し
か
る
に

権
経
に
依
る
人
師
、
猥
り
に
法
華
等
を
も
つ
て
観
経
等
の
権
説
に
同
じ
、
法
華
・
涅
槃
等
の
義
を
仮
り

ご
ん
き
よ
う

み
だ

て
浄
土
三
部
経
の
徳
と
な
し
、
決
定
性
の
二
乗
・
無
性
の
闡
提
・
常
没
等
の
往
生
を
許
す
。
権
実
雑
乱

け
つ
じ
よ
う
し
よ
う

む
し
よ
う

せ
ん
だ
い

じ
よ
う
も
つ

ご
ん
じ
つ
ぞ
う
ら
ん

の
失
脱
れ
難
し
。
例
せ
ば
外
典
の
儒
者
の
内
典
を
賊
み
て
外
典
を
荘
る
が
ご
と
し
。
謗
法
の
失
免
れ
難

と
が
の
が

げ

て

ん

ぬ
す

か
ざ

と
が
ま
ぬ
が

き
か
。
仏
自
ら
権
実
を
分
け
た
も
う
。
そ
の
詮
を
探
る
に
、
決
定
性
の
二
乗
・
無
性
有
情
の
成
・
不
成
こ

れ
な
り
。

こ
れ
ら
の
文
に
よ
れ
ば
、
論
師
た
ち
も
先
に
方
便
を
述
べ
、
後
に
真
実
を
説
い
た
の
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
仏

の
説
法
の
次
第
と
同
じ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
方
便
経
に
よ
る
人
師
た
ち
は
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
で
勝
手
に
法
華

経
な
ど
を
観
無
量
寿
経
な
ど
の
方
便
説
と
同
じ
だ
と
し
、
ま
た
法
華
経
や
涅
槃
経
な
ど
の
教
え
を
取
っ
て
浄
土

三
部
経
の
徳
分
と
し
て
、
成
仏
で
き
な
い
と
決
ま
っ
た
二
乗
や
仏
性
を
失
っ
た
闡
提
や
常
に
生
死
の
苦
海
に
沈

む
凡
夫
の
往
生
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
方
便
と
真
実
の
区
別
を
混
乱
し
た
罪
を
脱
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
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の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
国
で
外
典
を
学
ぶ
儒
者
が
内
典
の
仏
教
の
教
え
を
盗
み
取
っ
て
自
分
の
経
典
を
飾

る
の
と
同
じ
で
、
謗
法
の
罪
は
脱
れ
が
た
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
仏
は
自
ら
方
便
と
真
実
の
二
教
を
分
け
ら

れ
た
が
、
そ
の
根
本
的
基
準
は
成
仏
で
き
な
い
と
決
ま
っ
た
二
乗
と
仏
性
の
な
い
衆
生
と
に
成
仏
を
許
す
か
許

さ
な
い
か
に
あ
る
。

し
か
る
に
こ
の
義
を
弁
え
ざ
る
訳
者
、
爾
前
の
経
経
を
訳
す
る
時
、
二
乗
の
作
仏
・
無
性
の
成
仏
を
許

わ
き
ま

す
。
こ
の
義
を
知
る
訳
者
は
、
爾
前
の
経
を
訳
す
る
時
、
二
乗
の
作
仏
・
無
性
の
成
仏
を
許
さ
ず
。
こ
れ

に
依
り
て
仏
意
を
覚
ら
ざ
る
人
師
も
、
ま
た
爾
前
の
経
に
お
い
て
決
定
性
・
無
性
の
成
仏
を
明
か
す
と
見

て
、
法
華
と
爾
前
と
同
じ
き
思
い
を
な
し
、
或
は
爾
前
の
経
に
お
い
て
決
定
・
無
性
を
嫌
う
の
文
を
見

け
つ
じ
よ
う

む
し
よ
う

も
ん

て
、
こ
の
義
を
も
つ
て
了
義
経
と
な
し
、
法
華
・
涅
槃
を
も
つ
て
不
了
義
経
と
な
す
。

り
よ
う
ぎ
き
よ
う

と
こ
ろ
が
こ
の
道
理
を
知
ら
な
い
訳
者
は
、
四
十
余
年
の
経
々
を
翻
訳
す
る
時
、
二
乗
や
仏
性
の
な
い
者
の
成

仏
を
許
す
よ
う
に
訳
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
道
理
を
知
っ
て
い
た
訳
者
は
四
十
余
年
の
経
を
訳
す
時

に
二
乗
や
仏
性
の
な
い
者
の
成
仏
は
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
す
で
に
訳
者
の
中
に
仏
一
代
の
経
の
方
便
と
真
実

の
区
別
を
知
ら
な
い
者
が
あ
っ
て
、
方
便
と
真
実
と
を
混
乱
し
た
翻
訳
を
し
た
た
め
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
仏
の

御
心
を
覚
ら
な
い
人
師
た
ち
は
、
四
十
余
年
の
経
に
も
二
乗
や
仏
性
の
な
い
者
の
成
仏
が
説
か
れ
て
い
る
と
考

え
て
、
法
華
経
と
四
十
余
年
の
諸
経
と
を
同
じ
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
四
十
余
年
の
諸
経
に
二
乗
や
仏
性
の
な

い
者
の
成
仏
を
否
定
す
る
経
文
が
あ
る
の
を
見
て
、
こ
れ
が
正
し
い
了
義
経
で
あ
り
、
一
切
衆
生
の
成
仏
を
説



( 103 )

く
法
華
経
や
涅
槃
経
は
正
し
く
な
い
不
了
義
経
で
あ
る
と
す
る
者
も
あ
っ
た
。

共
に
仏
意
を
覚
ら
ず
、
権
実
二
経
に
迷
え
り
。
こ
れ
ら
の
誤
り
を
出
さ
ば
、
た
だ
源
空
一
人
に
限
る
の
み

い
だ

に
あ
ら
ず
。
天
竺
の
論
師
並
に
訳
者
よ
り
唐
土
の
人
師
に
至
る
ま
で
そ
の
義
あ
り
。
い
わ
ゆ
る
地
論
師
・

に

ん

し

じ

ろ

ん

じ

摂
論
師
の
一
代
の
別
時
意
趣
、
善
導
・
懐
感
の
法
華
経
の
一
称
南
無
仏
の
別
時
意
趣
、
こ
れ
ら
は
皆
権

し
よ
う
ろ
ん
じ

べ

つ

じ

い

し

ゆ

ぜ
ん
ど
う

え

か

ん

い
つ
し
よ
う

な

む

ぶ

つ

実
を
弁
え
ざ
る
が
故
に
出
来
す
る
と
こ
ろ
の
誤
り
な
り
。
論
を
造
る
菩
薩
・
経
を
訳
す
る
訳
者
・
三
昧

わ
き
ま

し
ゆ
つ
た
い

さ
ん
ま
い

発
得
の
人
師
、
な
お
も
つ
て
か
く
の
ご
と
し
。
い
か
に
い
わ
ん
や
、
末
代
の
凡
師
に
お
い
て
を
や
。

ほ
つ
と
くこ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
仏
の
御
心
を
知
ら
な
い
人
で
あ
り
、
方
便
と
真
実
の
二
経
の
区
別
に
迷
え
る
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
誤
り
は
た
だ
源
空
一
人
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
の
論
師
や
訳
者
か
ら
中
国
の
人
師
た
ち
に
も
同
じ

よ
う
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
地
論
宗
や
摂
論
宗
の
人
た
ち
の
別
時
意
趣
や
、
善
導
・
懐
感
の
「
法
華
経
に
一
度

南
無
仏
と
唱
え
て
成
仏
し
た
と
あ
る
の
は
別
時
意
趣
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
み
な
方
便
経
と
真
実
経
と
の
区

別
を
知
ら
な
い
こ
と
か
ら
起
こ
っ
た
誤
り
で
あ
る
。
論
を
作
っ
た
菩
薩
や
経
を
訳
し
た
訳
者
、
三
昧
を
修
し
て

覚
り
を
得
た
人
師
で
さ
え
こ
の
よ
う
に
誤
り
が
あ
る
か
ら
、
ま
し
て
末
代
の
凡
師
に
誤
り
が
あ
る
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
汝
、
末
学
の
身
に
お
い
て
何
ぞ
論
師
並
に
訳
者
・
人
師
を
破
す
る
や
。

問
う
て
い
う
、
汝
は
日
本
の
末
学
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
う
し
て
イ
ン
ド
の
論
師
や
訳
者
、
中
国
の
人
師
た
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ち
を
破
斥
す
る
の
で
あ
る
か
。

答
え
て
云
く
、
あ
え
て
こ
の
難
を
致
す
こ
と
な
か
れ
。
摂
論
師
並
に
善
導
等
の
釈
は
、
権
実
二
教
を
弁

ご
ん
じ
つ
に
き
よ
う

わ
き
ま

え
ず
し
て
、
猥
り
に
法
華
経
を
も
つ
て
別
時
意
趣
と
立
つ
。
故
に
天
台
・
妙
楽
の
釈
と
水
火
を
な
す
の
間
、

み
だ

し
ば
ら
く
人
師
の
相
違
を
閣
き
て
、
経
論
に
付
き
て
是
非
を
撿

う
る
時
、
権
実
の
二
教
は
仏
説
よ
り
出

さ
し
お

か
ん
が

い
で

た
り
。
天
親
・
竜
樹
も
重
ね
て
こ
れ
を
定
む
。
こ
の
義
に
順
ず
る
人
師
を
ば
、
し
ば
ら
く
こ
れ
を
仰
ぎ
、

こ
の
義
に
順
ぜ
ざ
る
人
師
を
ば
、
し
ば
ら
く
こ
れ
を
用
い
ず
。
あ
え
て
自
義
を
も
つ
て
是
非
を
定
む
る
に

あ
ら
ず
。
た
だ
相
違
を
出
す
計
り
な
り
。

い
だ

ば
か

答
え
て
い
う
、
そ
の
よ
う
な
非
難
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
摂
論
宗
の
人
や
善
導
な
ど
の
解
釈
は
、
方
便
と
真
実

と
の
二
教
の
区
別
を
知
ら
な
い
で
、
自
分
勝
手
に
法
華
経
の
成
仏
を
別
時
意
趣
と
判
定
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
天

台
大
師
や
妙
楽
大
師
の
解
釈
と
は
水
と
火
の
よ
う
な
相
違
が
あ
る
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
人
師
た
ち
の
意
見
の
相

違
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
直
接
に
そ
の
意
見
の
基
と
な
っ
た
経
論
に
つ
い
て
是
非
を
調
べ
て
み
る
と
、

方
便
教
と
真
実
教
と
の
二
教
の
区
別
は
仏
説
に
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
天
親
や
竜
樹
な
ど
の
大
菩
薩
も
重
ね
て
こ

れ
を
論
じ
て
い
る
。
ゆ
え
に
こ
れ
ら
の
仏
説
や
菩
薩
の
説
く
教
義
に
随
う
人
師
は
仰
い
で
信
用
し
、
こ
れ
ら
の

教
義
に
背
く
人
師
た
ち
の
意
見
は
用
い
な
い
の
で
あ
る
。
決
し
て
自
分
の
勝
手
な
見
解
で
人
師
の
是
非
を
判
定

し
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
意
見
が
仏
の
御
心
に
相
違
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
だ
け
で
あ
る
。
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大
文
の
第
四
に
、
謗
法
の
者
を
対
治
す
べ
き
証
文
を
出
さ
ば
、
こ
れ
に
二
あ
り
。
一
に
は
、
仏
法
を
も
つ

い
だ

て
国
王
・
大
臣
並
に
四
衆
に
付
嘱
す
る
こ
と
を
明
か
し
、
二
に
は
、
正
し
く
謗
法
の
人
の
王
地
に
処
る
を

し

し

ゆ

お

ば
対
治
す
べ
き
証
文
を
明
か
す
。

大
文
の
第
四
に
、
謗
法
の
者
を
根
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
文
の
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ

に
二
つ
あ
る
。
一
に
は
仏
法
を
国
王
・
大
臣
お
よ
び
僧
・
尼
・
信
士
・
信
女
の
四
衆
に
委
嘱
す
る
こ
と
を
説
明

し
、
二
に
は
国
内
に
住
す
る
謗
法
の
人
を
根
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
証
文
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。

第
一
に
、
仏
法
を
も
つ
て
国
王
・
大
臣
並
に
四
衆
に
付
嘱
す
る
こ
と
を
明
か
さ
ば
、
仁
王
経
に
云
く
、

に
ん
の
う
き
よ
う

「
仏
、
波
斯
匿
王
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
乃
至
、
こ
の
故
に
諸
の
国
王
に
付
嘱
し
て
、
比
丘
・
比
丘
尼
・
清
信
男

は

し

の

く

お

う

な

い

し

び

く

び

く

に

し
よ
う
し
ん
な
ん

・
清
信
女
に
付
嘱
せ
ず
。
何
を
も
つ
て
の
故
に
。
王
の
威
力
な
き
が
故
に
。
乃
至
、
こ
の
経
の
三
宝
を
ば
、

し
よ
う
し
ん
に
よ

い

り

き

さ
ん
ぼ
う

諸
の
国
王
・
四
部
の
弟
子
に
付
嘱
す
」
と
〈
已
上
〉。

第
一
に
、
仏
法
を
国
王
・
大
臣
や
出
家
・
在
家
の
男
女
に
委
嘱
す
る
こ
と
を
説
明
す
れ
ば
、
仁
王
経
受
持
品
に

「
仏
が
波
斯
匿
王
に
告
げ
て
い
わ
れ
る
に
は
、（
中
略
）
仏
法
を
も
ろ
も
ろ
の
国
王
に
委
嘱
し
て
、
出
家
の
男
女
や

在
家
の
男
女
に
は
委
嘱
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
彼
ら
に
は
王
の
よ
う
な
権
力
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
今
こ

の
経
の
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
を
も
ろ
も
ろ
の
国
王
や
出
家
の
男
女
と
在
家
の
男
女
に
委
嘱
す
る
」
と
あ
る
。

大
集
経
二
十
八
に
云
く
、「
も
し
国
王
あ
り
て
我
が
法
の
滅
せ
ん
を
見
て
、
捨
て
て
擁
護
せ
ず
ん
ば
、
無

だ
い
し
つ
き
よ
う

お

う

ご
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量
世
に
お
い
て
施
・
戒
・
慧
を
修
す
と
も
、
悉
く
皆
滅
失
し
、
そ
の
国
に
三
種
の
不
祥
の
事
を
出
さ
ん
。

せ

か
い

え

し
ゆ

い
だ

乃
至
、
命

終
し
て
大
地
獄
に
生
ぜ
ん
」
と
〈
已
上
〉。

み
よ
う
じ
ゆ
う

し
よ
う

大
集
経
の
第
二
十
八
巻
に
は
「
も
し
国
王
が
い
て
、
わ
が
仏
法
の
滅
び
よ
う
と
す
る
の
を
見
て
、
捨
て
お
い
て

護
ろ
う
と
し
な
い
な
ら
ば
、
た
と
え
無
量
世
の
間
に
布
施
・
持
戒
・
智
恵
な
ど
の
修
行
を
し
て
も
、
そ
の
功
徳

を
す
べ
て
失
っ
て
、
国
内
に
は
飢
饉
・
兵
乱
・
疫
病
の
三
種
の
不
祥
事
が
起
こ
り
、（
中
略
）
死
ん
で
後
は
大
地

獄
に
堕
ち
る
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。

仁
王
経
の
文
の
ご
と
く
ん
ば
、
仏
法
を
も
つ
て
先
ず
国
王
に
付
嘱
し
、
次
に
四
衆
に
及
ぼ
す
。
王
位
に
居

に
ん
の
う
き
よ
う

ま

る
君
、
国
を
治
む
る
臣
は
、
仏
法
を
も
つ
て
先
と
な
し
て
国
を
治
む
べ
き
な
り
。
大
集
経
の
文
の
ご
と
く

き
み

さ
き

ん
ば
、
王
臣
等
仏
道
の
た
め
に
、
無
量
劫
の
間
、
頭
目
等
の
施
を
施
し
、
八
万
の
戒
行
を
持
ち
、
無
量

ず

も

く

ほ
ど
こ

た
も

の
仏
法
を
学
ぶ
と
い
え
ど
も
、
国
に
流
布
す
る
所
の
法
の
邪
正
を
直
さ
ざ
れ
ば
、
国
中
に
大
風
・
旱
魃

じ
や
し
よ
う

た
だ

た
い
ふ
う

か
ん
ば
つ

・
大
雨
の
三
災
起
り
て
、
万
民
を
逃
脱
せ
し
め
、
王
臣
定
め
て
三
悪
に
堕
ち
ん
。

た

い

う

と
う
だ
つ

お

仁
王
経
に
よ
れ
ば
、
仏
は
仏
法
を
ま
ず
国
王
に
委
嘱
し
、
次
に
出
家
・
在
家
の
男
女
の
四
衆
に
及
ぼ
し
た
と
あ

る
。
ゆ
え
に
王
位
に
あ
る
君
主
や
国
を
治
め
る
臣
下
は
、
と
も
に
仏
法
に
よ
っ
て
国
を
治
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
ま
た
大
集
経
に
よ
れ
ば
、
王
や
臣
下
が
仏
道
の
た
め
に
無
量
劫
の
長
い
間
、
頭
や
目
ま
で
捧
げ
る
よ

う
な
身
を
捨
て
て
布
施
し
た
り
、
八
万
と
い
う
ほ
ど
の
あ
ら
ゆ
る
戒
律
を
厳
し
く
守
り
、
無
量
の
仏
の
教
え
を
学
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ん
だ
り
し
て
も
、
そ
の
国
に
弘
ま
っ
て
い
る
仏
法
が
正
し
い
か
誤
っ
て
い
る
か
を
判
断
し
て
、
正
法
を
護
り
、
邪

法
を
破
斥
し
な
い
な
ら
ば
、
国
内
に
は
大
風
・
旱
魃
・
大
雨
な
ど
の
三
災
が
起
こ
っ
て
、
万
民
は
国
を
逃
げ
出
し
、

王
臣
は
必
ず
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
三
悪
道
に
堕
ち
る
で
あ
ろ
う
と
あ
る
。

ま
た
双
林
最
後
の
涅
槃
経
の
第
三
に
云
く
、「
今
正
法
を
も
つ
て
諸
の
王
・
大
臣
・
宰
相
・
比
丘
・
比
丘

そ
う
り
ん

ね

は

ん

さ
い
し
よ
う

尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
に
付
嘱
す
」。「
乃
至
、
法
を
護
ら
ざ
る
者
を
ば
禿
居
士
と
名
づ
く
」
と
。
ま
た

う

ば

そ

く

う

ば

い

と

く

こ

じ

云
く
、「
善
男
子
、正
法
を
護
持
せ
ん
者
は
五
戒
を
受
け
ず
、威
儀
を
修
せ
ず
、ま
さ
に
刀
剣
・
弓
箭
・
鉾
槊

ぜ
ん

な

ん

し

し
よ
う
ぼ
う

ご

じ

い

ぎ

し
ゆ

と
う
け
ん

き
ゆ
う
せ
ん

む

さ

く

を
持
す
べ
し
」
と
。
ま
た
云
く
、「
五
戒
を
受
け
ざ
れ
ど
も
、
正
法
を
護
る
を
も
つ
て
、
す
な
わ
ち
大
乗

と
名
づ
く
。
正
法
を
護
る
者
は
、
ま
さ
に
刀
剣
・
器
杖
を
執
持
す
べ
し
」
と
云
云
。

き
じ
よ
う

し
ゆ
う
じ

ま
た
釈
尊
が
双
林
で
入
滅
さ
れ
る
時
に
説
か
れ
た
涅
槃
経
の
第
三
巻
の
寿
命
品
に
は
「
今
こ
の
正
法
を
も
ろ
も

ろ
の
国
王
・
大
臣
・
宰
相
や
出
家
の
男
女
と
在
家
の
男
女
に
委
嘱
す
る
」。「
仏
法
を
護
ら
な
い
者
を
形
だ
け
剃

髪
し
て
い
る
者
と
名
づ
け
る
」
と
あ
り
、
ま
た
金
剛
身
品
に
は
「
善
男
子
よ
、
正
法
を
護
る
た
め
に
は
五
戒
を

守
ら
な
く
て
も
、
威
儀
を
整
え
な
く
て
も
よ
い
。
ま
ず
刀
や
剣
や
弓
矢
や
鉾
な
ど
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
あ

り
、
ま
た
同
じ
金
剛
身
品
の
別
の
箇
所
に
は
「
た
と
え
五
戒
を
守
ら
な
く
て
も
、
正
法
を
護
る
人
は
大
乗
の
人

だ
と
い
え
る
。
正
法
を
護
る
人
は
刀
剣
や
杖
な
ど
の
武
器
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
」
と
あ
る
。

四
十
余
年
の
内
に
も
梵
網
等
の
戒
の
ご
と
く
ん
ば
、
国
王
・
大
臣
・
諸
人
等
、
一
切
の
刀
杖
・
弓
箭
・

と
う
じ
よ
う

き
ゆ
う
せ
ん



( 108 )

矛
斧
・
闘
戦
の
具
を
畜
う
る
こ
と
を
得
ず
。
も
し
こ
れ
を
畜
う
る
者
は
、
定
め
て
現
身
に
国
王
の
位
、

む

ふ

と
う
せ
ん

ぐ

た
く
わ

げ
ん
し
ん

比
丘
・
比
丘
尼
の
位
を
失
い
、
後
生
は
三
悪
道
の
中
に
堕
つ
べ
し
と
定
め
了
ん
ぬ
。
し
か
る
に
今
の
世
は

ご
し
よ
う

さ
ん
な
く
ど
う

お
わ

道
俗
を
択
ば
ず
、
弓
箭
・
刀
杖
を
帯
せ
り
。
梵
網
経
の
文
の
ご
と
く
ん
ば
、
必
ず
三
悪
道
に
堕
ち
ん
こ

え
ら

き
ゆ
う
せ
ん

も
ん

と
疑
い
な
き
者
な
り
。
涅
槃
経
の
文
な
く
ん
ば
、
如
何
に
し
て
か
こ
れ
を
救
わ
ん
。
ま
た
涅
槃
経
の
先
後

い

か

の
文
の
ご
と
く
ん
ば
、
弓
箭
・
刀
杖
を
帯
し
て
悪
法
の
比
丘
を
治
し
、
正
法
の
比
丘
を
守
護
せ
ん
者
は
、

き
ゆ
う
せ
ん

し
よ
う
ぼ
う

先
世
の
四
重
・
五
逆
を
滅
し
て
、
必
ず
無
上
道
を
証
せ
ん
と
定
め
給
う
。

せ

ん

ぜ

し
じ
ゆ
う

ご
ぎ
や
く

法
華
経
以
前
の
四
十
余
年
の
間
に
説
か
れ
た
梵
網
経
の
十
重
四
十
八
軽
戒
に
よ
れ
ば
、
国
王
・
大
臣
・
諸
人
な

ど
は
一
切
の
刀
杖
・
弓
矢
・
矛
・
斧
な
ど
の
武
器
を
蓄
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
も
し
こ
の
戒
に

背
く
者
は
必
ず
現
世
に
は
国
王
の
位
を
失
い
、
僧
や
尼
の
身
分
を
失
い
、
死
後
に
は
三
悪
道
に
堕
ち
る
で
あ
ろ
う

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
今
の
世
の
出
家
も
在
家
も
み
な
、
弓
矢
や
刀
杖
を
身
に
帯
び
て
い
る
か
ら
、
梵

網
経
の
文
の
通
り
で
あ
れ
ば
必
ず
三
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ゆ
え
に
も
し
涅
槃
経
の
文
が
な
か
っ

た
な
ら
ば
、
今
の
世
の
人
び
と
は
救
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
の
上
、
涅
槃
経
の
前
後
の
文
を
読
ん
で
み

る
と
、
弓
矢
や
刀
杖
を
身
に
帯
び
て
悪
法
を
弘
め
る
僧
を
い
ま
し
め
、
正
法
を
弘
め
る
僧
を
守
護
す
る
者
は
、
過

去
世
に
犯
し
た
殺

生
・
偸
盗
・
邪
淫
・
妄
語
の
四
重
罪
や
、
父
を
殺
し
・
母
を
殺
し
・
聖
者
を
殺
し
・
僧
団

せ
つ
し
よ
う

ち
ゆ
う
と
う

じ
や
い
ん

も
う

ご

の
和
合
を
破
り
・
仏
身
を
傷
つ
け
る
五
逆
罪
な
ど
の
重
罪
を
消
滅
し
て
、
必
ず
無
上
道
を
覚
る
こ
と
が
で
き
る
で



( 109 )

あ
ろ
う
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
金
光
明
経
第
六
に
云
く
、「
も
し
人
あ
り
て
そ
の
国
土
に
お
い
て
、
こ
の
経
あ
り
と
い
え
ど
も
、
い

こ
ん
こ
う
み
よ
う
き
よ
う

ま
だ
曾
て
流
布
せ
ず
、
捨
離
の
心
を
生
じ
て
聴
聞
せ
ん
こ
と
を
楽
わ
ず
、
ま
た
供
養
し
尊
重
し
讃
歎
せ

か
つ

る

ふ

し

や

り

ち
よ
う
も
ん

ね
が

そ
ん
じ
ゆ
う

さ
ん
だ
ん

ず
。
四
部
の
衆
、
持
経
の
人
を
見
て
、
ま
た
尊
重
し
乃
至
供
養
す
る
こ
と
能
わ
ず
。
遂
に
我
等
及
び
余
の

し
ゆ

じ
き
よ
う

あ
た

わ

れ

ら

眷
属
無
量
の
諸
天
を
し
て
、
こ
の
甚
深
の
妙
法
を
聞
く
こ
と
を
得
ず
、
甘
露
の
味
に
背
き
、
正
法
の
流

け
ん
ぞ
く

じ
ん
じ
ん

か

ん

ろ

し
よ
う
ぼ
う

な
が
れ

を
失
い
、
威
光
及
び
勢
力
あ
る
こ
と
な
か
ら
し
め
、
悪
趣
を
増
長
し
て
、
人
天
を
損
減
し
、
生
死
の
河

に
ん
で
ん

そ
ん
げ
ん

し
よ
う

じ

に
堕
ち
て
、
涅
槃
の
路
に
乖
か
ん
。

お

み
ち

そ
む

ま
た
金
光
明
経
第
六
巻
の
四
天
王
護
国
品
に
「
あ
る
国
王
が
あ
っ
て
、
そ
の
国
に
は
こ
の
経
が
伝
わ
っ
て
い
る

の
に
弘
め
よ
う
と
も
せ
ず
、
そ
の
国
王
も
人
民
も
こ
の
経
を
捨
て
て
顧
み
よ
う
と
せ
ず
、
聴
こ
う
と
も
し
な
い
。

ま
た
こ
れ
に
供
養
し
た
り
、
尊
重
し
た
り
、
讃
歎
し
よ
う
と
も
し
な
い
。
ま
た
出
家
・
在
家
の
男
女
の
こ
の
経

を
持
ち
伝
え
弘
め
よ
う
と
す
る
者
を
見
て
も
、
尊
ん
だ
り
供
養
し
よ
う
と
も
し
な
い
。
そ
こ
で
つ
い
に
わ
れ
ら

た
も

四
天
王
と
そ
の
従
者
や
多
く
の
天
の
神
々
は
、
こ
の
尊
く
あ
り
が
た
い
妙
法
の
教
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
、
わ
れ
ら
の
身
を
養
う
正
法
の
甘
露
の
法
味
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
正
法
の
流
れ
に
浴
す
る
こ
と
も

で
き
な
く
な
り
、
そ
の
た
め
わ
れ
ら
の
権
威
や
勢
力
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
そ
の
国
は
地
獄
・

餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
の
四
悪
趣
が
増
長
し
、
人
間
界
、
天
上
界
は
減
り
衰
え
、
人
び
と
は
み
な
生
死
の
迷
い
の
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河
に
落
ち
、
涅
槃
の
覚
り
の
路
に
背
く
こ
と
に
な
る
。

世
尊
、
我
等
四
王
並
に
諸
の
眷
属
及
び
薬
叉
等
、
か
く
の
ご
と
き
事
を
見
て
、
そ
の
国
土
を
捨
て
、
擁
護

わ

れ

ら

や

し

や

の
心
な
け
ん
。
た
だ
我
等
の
み
こ
の
王
を
捨
棄
す
る
に
あ
ら
ず
、
ま
た
無
量
の
国
土
を
守
護
す
る
諸
大

し

や

き

し
よ
だ
い

善
神
あ
ら
ん
も
、
皆
悉
く
捨
去
せ
ん
。
す
で
に
捨
離
し
已
り
な
ば
、
そ
の
国
ま
さ
に
種
々
の
災
禍
あ
つ
て

ぜ
ん
じ
ん

し

や

こ

お
わ

国
位
を
喪
失
す
べ
し
。
一
切
の
人
衆
皆
善
心
な
く
、
た
だ
撃
縛
・
殺
害
・
瞋
諍
の
み
あ
り
、
互
に
相
讒
諂

そ
う
し
つ

け
い
ば
く

せ
つ
が
い

し
ん
じ
よ
う

ざ
ん
て
ん

し
、
枉
げ
て
辜
な
き
に
及
ば
ん
。

ま

つ
み

世
尊
よ
、
我
等
四
天
王
や
そ
の
従
者
や
夜
叉
な
ど
は
、
こ
の
よ
う
な
国
王
や
人
民
の
不
信
の
状
態
を
見
て
は
、

こ
の
国
土
を
捨
て
去
っ
て
守
護
す
る
心
を
起
こ
さ
な
く
な
る
。
た
だ
我
等
だ
け
が
こ
の
不
信
の
国
王
を
見
捨
て
る

だ
け
で
な
く
、
こ
の
国
を
守
護
す
る
多
く
の
諸
天
善
神
が
い
て
も
、
み
な
す
べ
て
捨
て
去
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
我
等
護
国
の
諸
天
や
善
神
が
み
な
こ
の
国
を
捨
て
去
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
国
に
は
い
ろ
い
ろ
の
災
難
が

起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
国
王
は
そ
の
位
を
失
い
、
す
べ
て
の
人
民
は
道
徳
心
や
宗
教
心
な
ど
の
善
心
を
失
い
、
縛
っ

に
ん
み
ん

た
り
、
殺
し
あ
っ
た
り
、
争
っ
た
り
、
互
い
に
そ
し
っ
た
り
、
上
に
へ
つ
ら
い
、
罪
の
な
い
者
を
罪
に
陥
れ
る
よ

う
な
こ
と
を
す
る
で
あ
ろ
う
。

疫
病
流
行
し
、
彗
星
し
ば
し
ば
出
で
、
両
日
並
び
現
じ
、
薄
蝕
恒
な
く
、
黒
白
の
二
つ
の
虹
不
祥
の
相

す
い
せ
い

い

は
く
し
よ
く

を
表
わ
し
、
星
流
れ
、
地
動
き
、
井
の
内
に
声
を
発
し
、
暴
雨
悪
風
は
時
節
に
依
ら
ず
、
常
に
飢
饉
に
遭

ぼ

う

う

あ
く
ふ
う

き

き

ん

あ
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い
て
、
苗
実
成
ら
ず
、
多
く
他
方
の
怨
賊
あ
つ
て
国
内
を
侵
掠
し
、
人
民
は
諸
の
苦
悩
を
受
け
、
土
地

み
よ
う
じ
つ
み
の

お
ん
ぞ
く

し
ん
り
や
く

に
可
楽
の
処
あ
る
こ
と
な
け
ん
」
と
〈
已
上
〉。

か

ら

く

疫
病
は
流
行
し
、
彗
星
が
し
ば
し
ば
出
て
、
太
陽
が
同
時
に
二
つ
現
わ
れ
た
り
、
日
蝕
や
月
蝕
も
一
定
せ
ず
、

に
つ
し
よ
く

げ
つ
し
よ
く

黒
白
二
つ
の
虹
が
出
て
不
吉
の
相
を
表
わ
し
、
星
が
流
れ
た
り
、
地
が
揺
れ
動
い
て
井
戸
の
中
か
ら
異
様
な
声

が
聞
こ
え
た
り
、
季
節
は
ず
れ
の
暴
風
雨
が
襲
い
、
五
穀
は
実
ら
ず
、
常
に
飢
饉
が
続
く
な
ど
、
天
地
に
不
吉

な
現
象
が
現
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
外
国
か
ら
多
く
の
賊
が
攻
め
て
き
て
国
内
を
侵
略
し
、
人
民
は
多
く
の

に
ん
み
ん

苦
し
み
を
受
け
て
、
国
じ
ゅ
う
ど
こ
に
も
安
心
し
て
住
む
所
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
。

こ
の
経
文
を
見
る
に
、
世
間
の
安
穏
を
祈
ら
ん
に
、
し
か
も
国
に
三
災
起
ら
ば
、
悪
法
流
布
す
る
が
故
な

り
と
知
る
べ
し
。
し
か
る
に
当
世
は
、
随
分
国
土
の
安
穏
を
祈
る
と
い
え
ど
も
、
去
ぬ
る
正
嘉
元
年
に
は

と
う
せ
い

い

し
よ
う
か

大
地
大
に
動
じ
、
同
じ
き
二
年
に
は
大
雨
・
大
風
苗
実
を
失
え
り
。
定
め
て
国
を
喪
す
の
悪
法
、
こ
の

お
お
い

ほ
ろ
ぼ

国
に
あ
る
か
と
勘
う
る
な
り
。

か
ん
が

こ
の
経
文
に
よ
れ
ば
、
国
土
の
安
穏
を
祈
っ
て
も
国
に
三
災
な
ど
が
起
こ
る
の
は
、
そ
れ
は
悪
法
が
弘
ま
っ
て

い
る
か
ら
だ
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
今
の
世
は
ま
さ
に
こ
の
通
り
で
あ
り
、
ず
い
ぶ
ん
と
仏
教
諸
宗
で
国
土
の

安
穏
を
祈
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
去
る
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
に
は
大
地
震
が
あ
り
、
同
二
年
に
は
大
風

や
大
雨
が
あ
っ
て
五
穀
が
実
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
き
っ
と
国
を
滅
ぼ
す
悪
法
が
こ
の
日
本
国
に
流
布
し
て
い
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る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

選
択
集
の
或
段
に
云
く
、「
第
一
に
読
誦
雑
行
と
は
、
上
の
観
経
等
の
往
生
浄
土
の
経
を
除
い
て
已
外
、

せ
ん
ち
や
く
し
ゆ
う

あ
る
だ
ん

ど
く
じ
ゆ
ぞ
う
ぎ
よ
う

か
み

か
ん
ぎ
よ
う

い

げ

大
小
・
顕
密
の
諸
経
に
お
い
て
受
持
読
誦
す
る
を
、
悉
く
読
誦
雑
行
と
名
づ
く
」
と
書
き
了
り
て
、
次
に

じ

ゆ

じ

お
わ

書
き
て
云
く
、「
次
に
二
行
の
得
失
を
判
ぜ
ば
、
法
華
・
真
言
等
の
雑
行
は
失
、
浄
土
三
部
経
は
得
な
り
」
と
。

し
つ

と
く

選
択
集
の
第
二
段
の
「
雑
行
を
捨
て
て
正
行
に
帰
す
る
文
」
の
中
に
、「
第
一
に
読
誦
雑
行
と
い
う
の
は
、
観

無
量
寿
経
な
ど
の
浄
土
往
生
を
説
く
三
部
経
を
除
い
た
以
外
の
大
乗
小
乗
、
顕
教
密
教
の
一
切
の
経
を
信
じ
持た
も

っ
た
り
読
誦
し
た
り
す
る
の
を
み
な
読
誦
雑
行
と
名
づ
け
る
」
と
書
き
、
ま
た
「
次
に
正
行
と
雑
行
の
二
行
の

得
失
を
判
定
す
れ
ば
、
法
華
・
真
言
な
ど
の
雑
行
は
失
で
あ
り
、
浄
土
三
部
経
は
得
で
あ
る
」
と
書
い
て
あ
る
。

次
下
に
善
導
和
尚
の
往
生
礼
讃
の
「
十
即
十
生
・
百
即
百
生
・
千
中
無
一
」
の
文
を
書
き
載
せ
て
云
く
、

つ
ぎ
し
も

ぜ
ん
ど
う

お
う
じ
よ
う
ら
い
さ
ん

じ
つ
そ
く
じ
つ
し
よ
う

せ
ん
ち
ゆ
う
む

い

ち

「
私
に
云
く
、
こ
の
文
を
見
る
に
い
よ
い
よ
す
べ
か
ら
く
雑
を
捨
て
て
専
を
修
す
べ
し
。
あ
に
百
即
百

わ
た
く
し

ぞ
う

せ
ん

生
の
専
修
正

行
を
捨
て
て
、
堅
く
千
中
無
一
の
雑
修
雑
行
を
執
せ
ん
や
。
行
者
よ
く
こ
れ
を
思
量
せ
よ
」

せ
ん
し
ゆ
し
よ
う
ぎ
よ
う

し
り
よ
う

と
〈
已
上
〉。

ま
た
次
に
善
導
和
尚
の
往
生
礼
讃
の
「
正
行
を
修
行
す
れ
ば
十
人
は
十
人
、
百
人
は
百
人
が
往
生
す
る
が
、
雑

行
を
修
行
し
て
も
千
人
に
一
人
も
往
生
で
き
な
い
」
と
い
う
文
を
引
い
て
、「
私
の
意
見
を
述
べ
れ
ば
、
い
よ
い
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よ
雑
行
を
捨
て
て
専
ら
念
仏
を
修
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
百
人
が
百
人
往
生
で
き
る
専
修
念

も
つ
ぱ

仏
の
正
行
を
捨
て
て
、
千
人
に
一
人
も
往
生
で
き
な
い
雑
修
雑
行
に
執
着
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
行
者
は
よ

く
こ
れ
を
考
え
よ
」
と
い
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
文
を
見
る
に
、
世
間
の
道
俗
、
あ
に
諸
経
を
信
ず
べ
き
や
。
次
下
に
ま
た
法
華
経
等
の
雑
行
と
、

念
仏
の
正
行
と
の
勝
劣
・
難
易
を
書
き
定
め
て
云
く
、「
一
に
は
勝
劣
の
義
、
二
に
は
難
易
の
義
な
り
。

な

ん

い

初
め
に
勝
劣
の
義
と
は
、
念
仏
は
こ
れ
勝
、
余
行
は
こ
れ
劣
。
次
に
難
易
の
義
と
は
、
念
仏
は
修
し
易
く
、

し
ゆ

諸
行
は
修
し
難
し
」
と
。
ま
た
次
下
に
法
華
・
真
言
等
の
失
を
定
め
て
云
く
、「
故
に
知
ん
ぬ
、
諸
行
は

し
つ

機
に
あ
ら
ず
時
を
失
う
。
念
仏
往
生
の
み
機
に
当
り
時
を
得
た
り
」
と
。

あ
た

こ
れ
ら
の
文
を
見
た
世
間
の
僧
俗
が
ど
う
し
て
浄
土
三
部
経
以
外
の
諸
経
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ま

た
次
に
第
三
段
の
「
弥
陀
如
来
は
た
だ
念
仏
を
往
生
の
本
願
と
な
し
給
う
文
」
で
は
、
法
華
経
な
ど
の
雑
行
と

念
仏
の
正
行
と
の
勝
劣
・
難
易
を
判
定
し
て
、「
一
に
は
勝
劣
の
意
味
、
二
に
は
難
易
の
意
味
が
あ
る
。
は
じ
め

に
勝
劣
の
意
味
を
い
え
ば
、
念
仏
は
勝
れ
、
そ
の
他
の
行
は
劣
っ
て
い
る
。
次
に
難
易
の
意
味
を
い
え
ば
、
念

仏
は
修
行
し
や
す
く
、
諸
行
は
修
行
し
が
た
い
」
と
い
い
、
ま
た
次
に
第
十
二
段
の
「
釈
尊
は
た
だ
念
仏
を
阿

難
に
委
嘱
す
る
文
」
で
は
法
華
と
真
言
と
の
失
を
判
定
し
て
、「
ゆ
え
に
末
代
の
凡
夫
に
と
っ
て
法
華
・
真
言
な

ど
の
諸
行
は
機
根
と
時
期
に
合
わ
な
い
。
念
仏
往
生
だ
け
が
機
根
に
合
い
時
期
に
叶
っ
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
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ま
た
次
下
に
法
華
・
真
言
等
の
雑
行
の
門
を
閉
じ
て
云
く
、「
随
他
の
前
に
は
暫
く
定
散
の
門
を
開
く
と

と

ず

い

た

じ
よ
う
さ
ん

い
え
ど
も
、
随
自
の
後
に
は
還
つ
て
定
散
の
門
を
閉
ず
。
一
た
び
開
い
て
以
後
永
く
閉
じ
ざ
る
は
、
た
だ

の
ち

と

念
仏
の
一
門
な
り
」
と
〈
已
上
〉。
最
後
の
本
懐
に
云
く
、「
そ
れ
速
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲
せ
ば
、

ほ
ん
が
い

二
種
の
勝
法
の
中
に
、
し
ば
ら
く
聖
道
門
を
閣
い
て
、
撰
ん
で
浄
土
門
に
入
れ
。
浄
土
門
に
入
ら
ん
と

し
よ
う
ど
う
も
ん

さ
し
お

欲
せ
ば
、
正
雑
二
行
の
中
に
、
し
ば
ら
く
諸
の
雑
行
を
抛
っ
て
、
撰
ん
で
正
行
に
帰
す
べ
し
」
と
〈
已
上
〉。

な
げ
う

ま
た
法
華
・
真
言
な
ど
の
門
を
閉
じ
よ
と
い
っ
て
「
随
他
方
便
す
る
時
は
仮
り
に
定
心
・
散
心
の
門
を
開
く
け

れ
ど
も
、
随
自
真
実
を
述
べ
る
時
は
こ
れ
を
閉
じ
る
。
一
度
開
い
た
ら
永
久
に
閉
じ
な
い
の
は
た
だ
念
仏
の
一

門
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
最
後
第
十
六
段
に
自
分
自
身
の
本
懐
を
述
べ
て
、「
す
み
や
か
に
生
死
輪
廻

の
世
界
を
離
れ
た
い
と
願
う
な
ら
ば
、
二
種
の
す
ぐ
れ
た
教
法
の
中
で
は
と
り
あ
え
ず
聖
道
門
を
閣
い
て
、

さ
し
お

浄
土
門
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
浄
土
門
に
入
る
に
は
、
正
雑
二
行
の
中
で
は
と
り
あ
え
ず
も
ろ
も
ろ
の

雑
行
を
抛
っ
て
、
正
行
に
帰
依
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。

な
げ
う

門
弟
こ
の
書
を
伝
え
て
、
日
本
六
十
余
州
に
充
満
す
る
が
故
に
、
門
人
は
世
間
の
無
智
の
者
に
語
り
て
云

も
ん
じ
ん

く
、「
上
人
智
慧
第
一
の
身
と
し
て
こ
の
書
を
造
り
、
真
実
の
義
を
定
め
、
法
華
・
真
言
の
門
を
閉
じ
て

し
よ
う
に
ん

後
に
開
く
の
文
な
く
、
抛
ち
て
後
に
還
つ
て
取
る
の
文
な
し
」
等
と
立
つ
る
間
、
世
間
の
道
俗
一
同
に
頭

な
げ
う

こ
う
べ

を
傾
け
、
そ
の
義
を
訪
う
者
に
は
、
仮
字
を
も
つ
て
選
択
の
意
を
述
べ
、
或
は
法
然
上
人
の
物
語
を
書

か
た
む

と

か
な
も
じ

せ
ん
ち
や
く

こ
こ
ろ

あ
る
い

し
る

線
定散　　定善（定心の善）と散善（散心の善）のこと。定善とは、妄想雑念を払い心を集中して仏と浄土を一心に念ずることで、禅定・三昧をさす。散善とは日常の散乱する心のままで善を修めること。観無量寿経に説く浄土へ往生するための十六種の観法を善導が定散二善にまとめ、仏の本意は念仏の一行にありとした。法然はこれをうけて称名念仏を正行とした。
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す
間
、
法
華
・
真
言
に
お
い
て
難
を
付
け
、
或
は
去
年
の
暦
・
祖
父
の
履
に
譬
え
、
或
は
法
華
経
を
読

こ

ぞ

こ
よ
み

そ

ふ

く
つ

む
は
管
弦
よ
り
劣
る
と
す
。

か
ん
げ
ん

源
空
の
門
弟
た
ち
は
選
択
集
を
日
本
全
国
に
伝
え
弘
め
よ
う
と
し
て
、
世
間
の
無
智
の
者
た
ち
に
語
り
か
け
て

い
う
に
は
、「
法
然
上
人
は
智
恵
第
一
の
人
で
あ
り
、
選
択
集
と
い
う
書
物
を
作
っ
て
真
実
の
教
え
は
念
仏
で
あ

る
と
定
め
ら
れ
た
。
法
華
経
や
真
言
経
の
教
え
の
門
を
閉
じ
て
後
に
再
び
開
い
て
よ
い
と
い
う
証
文
は
な
く
、

ま
た
抛
っ
て
後
に
再
び
拾
い
取
っ
て
よ
い
と
い
う
証
文
は
な
い
」
な
ど
と
主
張
し
た
の
で
、
世
間
の
出
家
も

な
げ
う

在
家
も
み
な
一
同
に
頭
を
垂
れ
て
信
じ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
そ
の
教
え
に
つ
い
て
意
味
を
問
う
者
が
あ
れ
ば
、

仮
名
文
字
で
や
さ
し
く
書
き
改
め
た
選
択
集
や
、
法
然
上
人
の
伝
記
を
書
き
与
え
た
り
し
た
の
で
、
人
び
と
は

法
華
や
真
言
に
は
非
難
を
加
え
て
、
あ
る
い
は
去
年
の
暦
や
祖
父
の
履
物
の
よ
う
に
役
に
立
た
な
い
と
い
い
、

あ
る
い
は
法
華
経
を
読
む
の
は
音
楽
を
聞
く
よ
り
も
劣
る
な
ど
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
。

か
く
の
ご
と
き
悪
書
、
国
中
に
充
満
す
る
が
故
に
、
法
華
・
真
言
等
国
に
あ
り
と
い
え
ど
も
、
聴
聞
せ
ん

こ
と
を
楽
わ
ず
。
た
ま
た
ま
行
ず
る
人
あ
り
と
い
え
ど
も
、
尊
重
を
生
ぜ
ず
。
一
向
念
仏
者
は
、
法
華

ね
が

ぎ
よ
う

そ
ん
じ
ゆ
う

等
の
結
縁
を
な
す
を
ば
、
往
生
の
障
り
と
な
る
と
云
う
。
故
に
捨
離
の
意
を
生
ず
。
こ
の
故
に
諸
天
は

け
ち
え
ん

さ
わ

こ
こ
ろ

妙
法
を
聞
く
こ
と
を
得
ず
、
法
味
を
嘗
め
ざ
れ
ば
、
威
光
・
勢
力
あ
る
こ
と
な
く
、
四
天
王
並
に
眷
属
こ

な

の
国
を
捨
て
、
日
本
国
守
護
の
善
神
も
捨
離
し
已
ん
ぬ
。

お
わ
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こ
の
よ
う
な
悪
書
が
日
本
国
中
に
充
満
し
た
の
で
、
法
華
・
真
言
な
ど
の
教
え
は
国
に
あ
っ
て
も
、
聴
聞
し
た

い
と
思
う
者
は
な
く
、
た
ま
た
ま
法
華
・
真
言
な
ど
を
修
行
す
る
人
が
あ
っ
て
も
、
人
び
と
は
こ
れ
を
尊
重
し

よ
う
と
は
し
な
い
。
専
修
念
仏
の
人
が
、
法
華
経
な
ど
に
縁
を
結
ぶ
の
は
往
生
の
障
り
と
な
る
と
い
う
の
で
、

人
び
と
は
み
な
法
華
経
を
捨
て
て
し
ま
う
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
国
を
守
護
す
る
諸
天
善
神
は
妙
法

を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
諸
天
を
養
う
正
法
の
法
味
を
食
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
権
威
も
勢
力

も
失
っ
て
弱
く
な
り
、
四
天
王
や
そ
の
従
者
も
こ
の
国
を
捨
て
て
し
ま
い
、
日
本
国
を
守
護
す
る
善
神
も
こ
の

国
を
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
た
。

故
に
正
嘉
元
年
に
は
大
地
大
に
震
い
、
同
じ
き
二
年
に
も
春
の
大
雨
に
苗
を
失
い
、
夏
の
大
旱
魃
に
草

お
お
い

ふ
る

か
ん
ば
つ

木
を
枯
ら
し
、
秋
の
大
風
に
果
実
を
失
い
、
飢
渇
忽
ち
起
り
て
万
民
を
逃
脱
せ
し
む
る
こ
と
、
金
光
明
経

き

か

つ

と
う
だ
つ

の
文
の
ご
と
し
。
あ
に
選
択
集
の
失
に
あ
ら
ず
や
。
仏
語
虚
し
か
ら
ざ
る
が
故
に
、
悪
法
の
流
布
あ
り
て
、

と
が

む
な

す
で
に
国
に
三
災
起
れ
り
。
し
か
る
に
こ
の
悪
義
を
対
治
せ
ず
ん
ば
、
仏
の
所
説
の
三
悪
を
脱
る
べ
け
ん
や
。

の
が

こ
れ
に
よ
っ
て
去
る
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
に
は
大
地
震
が
起
こ
り
、
同
二
年
春
の
大
雨
で
は
苗
を
失
い
、

夏
の
大
旱
魃
で
は
草
も
木
も
枯
れ
て
し
ま
い
、
秋
の
大
風
で
は
果
実
を
失
い
、
飢
饉
と
な
っ
て
万
民
は
他
国
に

逃
げ
出
す
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
金
光
明
経
の
文
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
罪
は
ま
っ
た
く
選

択
集
に
あ
る
の
で
あ
る
。
仏
の
御
言
葉
に
誤
り
は
な
く
、
悪
法
が
弘
ま
っ
た
の
で
国
に
三
災
が
並
び
起
こ
っ
た

の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
悪
義
を
根
絶
せ
ず
に
放
置
し
て
お
く
な
ら
ば
、
仏
の
説
か
れ
た
通
り
、
一
切
の
衆
生
は
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三
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
近
年
よ
り
、
予
、「
我
身
命
を
愛
せ
ず
、
た
だ
無
上
道
を
惜
む
」
の
文
を
瞻
る
の
間
、
雪
山
・
常
啼

わ
れ
し
ん
み
よ
う

お
し

み

せ
つ
せ
ん

じ
よ
う
た
い

の
心
を
起
し
、
命
を
大
乗
の
流
布
に
替
え
、
強
言
を
吐
い
て
云
く
、
選
択
集
を
信
じ
て
、
後
世
を
願
う

ご
う
げ
ん

せ
ん
ち
や
く
し
ゆ
う

ご

せ

人
は
無
間
地
獄
に
堕
つ
べ
し
と
。
そ
の
時
に
法
然
上
人
の
門
弟
、
選
択
集
に
お
い
て
上
に
出
す
と
こ
ろ
の

む

け

ん

じ

ご

く

お

か
み

い
だ

悪
義
を
隠
し
、
或
は
諸
行
往
生
を
立
て
、
或
は
選
択
集
に
お
い
て
法
華
・
真
言
等
を
破
せ
ざ
る
由
を
称

あ

く

ぎ

し
よ
ぎ
よ
う
お
う
じ
よ
う

は

し
よ
う

し
、
或
は
在
俗
に
お
い
て
選
択
集
の
邪
義
を
知
ら
し
め
ざ
ら
ん
た
め
に
、
妄
語
を
構
え
て
云
く
、
日
蓮
は

も

う

ご

か
ま

念
仏
を
称
う
る
人
を
三
悪
道
に
堕
つ
と
云
う
と
。

と
な

さ
ん
な
く
ど
う

お

と
こ
ろ
が
近
年
私
は
法
華
経
勧
持
品
の
「
自
分
は
身
命
を
惜
し
ま
な
い
、
た
だ
無
上
道
を
惜
し
む
」
と
い
う
経

お

文
を
見
て
、
雪
山
童
子
や
常
啼
菩
薩
の
よ
う
な
求
法
の
志
を
起
こ
し
、
一
命
に
か
え
て
も
法
華
経
を
流
布
し
よ

う
と
決
心
し
て
、「
選
択
集
を
信
じ
て
浄
土
往
生
を
願
う
人
は
、
か
え
っ
て
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
で
あ
ろ
う
」
と

強
い
言
葉
で
誡
め
た
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
法
然
上
人
の
門
弟
た
ち
は
、
前
に
指
摘
し
た
よ
う
な
選
択
集

い
ま
し

の
悪
の
教
義
を
隠
し
て
、
諸
行
で
も
往
生
で
き
る
と
い
っ
た
り
、
あ
る
い
は
選
択
集
で
は
法
華
・
真
言
を
破
斥

し
て
い
な
い
と
い
っ
た
り
、
あ
る
い
は
在
家
の
人
び
と
に
選
択
集
の
邪
義
を
知
ら
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、

日
蓮
は
念
仏
を
称
え
る
人
は
三
悪
道
に
堕
ち
る
な
ど
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
、
な
ど
と

嘘
を
言
い
ふ
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

線
雪山童子　　釈尊の本生譚（過去世の因縁譚）の一つで、涅槃経聖行（しようぎよう）品に説かれる。釈尊が過去世に雪山童子として修行中に、鬼神の説く「諸行無常、是生滅法」の偈を聞き、残りの半偈を説くよう願ったところ、鬼神は飢えのため説けないと答えた。童子は自分の血肉を与えるから説くように請い、「生滅滅已、寂滅為楽」の偈を聞いたという。日蓮聖人は雪山童子の死身求法の物語を求法者の典型とし、自らの不惜身命の法華経弘通の指針としている。

線
常啼　　大品般若経に説かれる常啼菩薩のこと。啼（な）いて般若波羅蜜を求めて東方に向かい、曇無竭（どんむかつ）菩薩に会って本懐を遂げる。その際、帝釈（たいしやく）天が求法の志をためした時、常啼が供養のため自己の骨肉を切り売った故事は有名である。日蓮聖人は、捨身求法の典型としてその名をあげている。

線
諸行往生　　念仏以外のもろもろの善行も往生浄土の行であるとすること。法然は称名念仏以外のすべての諸行を否定したが、覚明房長西とその弟子の道阿道教や聖光房弁長とその弟子の然阿良忠らの諸行往生を説く者が現われた。日蓮聖人は、念仏宗におけるこうした教義の矛盾を指摘し、厳しく批判している。
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問
う
て
云
く
、
法
然
上
人
の
門
弟
、
諸
行
往
生
を
立
つ
る
に
失
あ
り
や
、
否
や
。

と
が

い
な

問
う
て
い
う
、
法
然
上
人
の
門
弟
た
ち
が
諸
行
で
も
往
生
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
。

答
え
て
云
く
、
法
然
上
人
の
門
弟
と
称
し
て
諸
行
往
生
を
立
つ
る
は
、
逆
路
伽
耶
陀
の
者
な
り
。
当
世
も

ぎ
や
く
ろ

か

や

だ

と
う
せ
い

ま
た
諸
行
往
生
の
義
を
立
つ
。
し
か
も
内
心
に
は
一
向
に
念
仏
往
生
の
義
を
存
し
、
外
に
は
諸
行
を
謗
ら

そ
し

ざ
る
の
由
を
聞
か
し
む
る
な
り
。
そ
も
そ
も
こ
の
義
を
立
つ
る
者
は
、
選
択
集
の
法
華
・
真
言
等
に
お
い

て
失
を
付
け
、
捨
閉
閣
抛
・
群
賊
・
邪
見
・
悪
見
・
邪
雑
人
・
千
中
無
一
等
の
語
を
見
ざ
る
や
、
否
や
。

と
が

し
や
へ
い
か
く
ほ
う

ぐ
ん
ぞ
く

じ
や
け
ん

あ
つ
け
ん

じ
や
ぞ
う
に
ん

せ
ん
ち
ゆ
う
む

い

ち

ご

い
な

答
え
て
い
う
、
法
然
上
人
の
門
弟
と
名
乗
り
な
が
ら
、
法
然
の
教
え
に
反
し
て
諸
行
で
も
往
生
で
き
る
と
い
う

の
は
、
弟
子
で
あ
り
な
が
ら
師
の
教
え
を
破
る
逆
路
伽
耶
陀
と
い
う
イ
ン
ド
の
外
道
と
同
じ
で
、
師
に
背
く
者

で
あ
る
。
ゆ
え
に
近
ご
ろ
の
人
も
諸
行
で
も
往
生
で
き
る
と
い
い
な
が
ら
、
内
心
で
は
専
修
念
仏
以
外
に
往
生

で
き
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
も
外
に
向
か
っ
て
は
決
し
て
諸
行
を
謗
る
者
で
は
な
い
な
ど
と
い
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
に
諸
行
往
生
を
立
て
る
人
び
と
は
、
選
択
集
に
明
ら
か
に
法
華
・
真
言
を
誤
り
だ
と
し
て
、

「
雑
行
を
捨
て
よ
、
定
散
の
門
を
閉
じ
よ
、
聖
道
門
を
閣
け
よ
、
雑
行
を
抛
て
よ
」
と
い
い
、「
群
賊
・
邪

さ
し
お

な
げ
う

見
・
悪
見
・
邪
雑
人
」
と
い
い
、「
千
人
に
一
人
も
往
生
し
な
い
」
な
ど
と
書
い
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
に
、
正
し
く
謗
法
の
人
の
王
地
に
処
る
を
、
対
治
す
べ
き
証
文
を
出
さ
ば
、
涅
槃
経
第
三
に
云
く
、

お

た

い

じ

い
だ

ね

は

ん
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「
懈
怠
に
し
て
、
戒
を
破
し
、
正
法
を
毀
る
者
を
ば
、
王
者
・
大
臣
・
四
部
の
衆
、
ま
さ
に
苦
治
す
べ
し
。

け

た

い

そ
し

し
ゆ

く

じ

善
男
子
、
こ
の
諸
の
国
王
及
び
四
部
の
衆
は
、
ま
さ
に
罪
あ
り
や
不
や
。
不
な
り
、
世
尊
。
善
男
子
、
こ

ぜ
ん

だ

ん

し

い
な

い
な

の
諸
の
国
王
及
び
四
部
の
衆
は
、
な
お
罪
あ
る
こ
と
な
し
」
と
。

第
二
に
、
国
内
に
住
す
る
謗
法
の
人
を
根
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
証
拠
の
経
文
を
示
し
て
見
せ
よ
う
。
涅
槃

経
第
三
巻
の
寿
命
品
に
「
仏
道
の
修
行
を
怠
け
て
戒
律
を
破
り
正
法
を
破
る
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
国
王
や
大
臣

や
出
家
・
在
家
の
男
女
は
、
こ
れ
を
治
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
善
男
子
よ
、
こ
の
も
ろ
も
ろ
の
国
王
た
ち

に
罪
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
い
え
、
世
尊
よ
、
彼
ら
に
罪
は
あ
り
ま
せ
ん
。
善
男
子
よ
、
こ
の
も
ろ
も
ろ
の

国
王
た
ち
に
は
何
の
罪
も
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
い
、

ま
た
第
十
二
に
云
く
、「
我
往
昔
を
念
う
に
、
閻
浮
提
に
お
い
て
大
国
の
王
と
作
り
、
名
を
仙
予
と
曰
い

わ
れ

む

か

し

お
も

え

ん

ぶ

だ
い

な

せ

ん

よ

い

き
。
大
乗
経
典
を
愛
念
し
敬

重
し
、
そ
の
心
純
善
に
し
て
麁
悪
・
嫉
悋
あ
る
こ
と
な
か
り
き
。
乃
至
、

き
よ
う
じ
ゆ
う

そ

あ

く

し
つ
り
ん

善
男
子
、
我
そ
の
時
に
お
い
て
心
に
大
乗
を
重
ん
ず
。
婆
羅
門
の
方
等
を
誹
謗
す
る
を
聞
き
、
聞
き
已
り

わ
れ

ば

ら

も

ん

ひ

ほ

う

お
わ

て
即
時
に
そ
の
命
根
を
断
じ
き
。
善
男
子
、
こ
の
因
縁
を
も
つ
て
こ
れ
よ
り
已
来
、
地
獄
に
堕
ち
ず
」

み
よ
う
こ
ん

い
ん
ね
ん

こ
の
か
た

お

と
〈
已
上
〉。

ま
た
同
じ
く
第
十
二
巻
の
聖
行
品
に
は
「
過
去
の
世
に
自
分
は
閻
浮
提
に
お
い
て
大
国
の
王
と
生
ま
れ
、
そ
の

名
を
仙
予
と
い
っ
た
。
大
乗
経
典
を
愛
し
敬
い
、
純
真
な
善
い
心
を
も
ち
、
荒
々
し
い
悪
い
心
や
嫉
み
の
心
は

線
仙予王　　釈尊の本生譚（過去世の因縁讃）の一つで、涅槃経聖行（しようぎよう）品に説かれる。釈尊が過去世に仙予王と生まれて菩薩の道を行じていた時、大乗経典を誹謗した婆羅門を殺したが、殺生罪の報いを受けなかっただけでなく、永く地獄に堕ちることがなかった。これは大乗経を護持した力によると説く。日蓮聖人は仙予王を有徳王とともに正法護持の典型として高く評価し、謗法断罪の論拠とした。
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少
し
も
な
か
っ
た
。（
中
略
）
善
男
子
よ
、
自
分
は
そ
の
時
に
心
に
大
乗
を
重
ん
じ
て
い
た
の
で
、
婆
羅
門
が
大

乗
経
を
謗
る
の
を
聞
い
て
、
即
時
に
そ
の
者
の
命
を
断
っ
た
。
善
男
子
よ
、
自
分
は
正
法
を
護
っ
た
功
徳
に
よ

そ
し

っ
て
そ
れ
以
来
地
獄
に
堕
ち
た
こ
と
は
な
い
」
と
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
梵
網
経
の
文
を
見
る
に
、
比
丘
等
の
四
衆
を
誹
謗
す
る
は
波
羅
夷
罪
な
り
。
し
か
る
に
源

し

し

ゆ

ひ

ぼ

う

は

ら

い

ざ

い

空
が
謗
法
の
失
を
顕
わ
す
は
、
あ
に
阿
鼻
の
業
に
あ
ら
ず
や
。

と
が

あ
ら

あ

び

ご
う

問
う
て
い
う
、
梵
網
経
の
文
に
よ
る
と
、
僧
や
尼
や
信
士
や
信
女
の
四
衆
を
誹
謗
す
れ
ば
、
波
羅
夷
罪
と
い
う

ぼ
ん
も
う

教
団
を
追
放
さ
れ
る
最
も
重
い
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
源
空
を
謗
法
罪
と
し
て
非
難
す
る
の

は
ま
さ
し
く
波
羅
夷
罪
に
当
た
り
、
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
原
因
で
は
な
い
の
か
。

答
え
て
云
く
、
涅
槃
経
の
文
に
云
く
、「
迦
葉
菩
薩
世
尊
に
言
さ
く
、
如
来
何
が
故
ぞ
彼
ま
さ
に
阿
鼻
地

か
し
よ
う

も
う

か
れ

獄
に
堕
つ
べ
し
と
記
す
る
や
。
善
男
子
、
善
星
比
丘
は
多
く
眷
属
あ
り
。
皆
善
星
は
こ
れ
阿
羅
漢
な
り
、

お

き

ぜ
ん

な

ん

し

ぜ
ん
し
よ
う

び

く

け
ん
ぞ
く

あ

ら

か

ん

こ
れ
道
果
を
得
た
り
と
謂
え
り
。
我
、
彼
が
悪
邪
の
心
を
壊
ら
ん
と
欲
す
る
故
に
、
彼
の
善
星
は
放
逸
を

ど

う

か

お
も

わ
れ

か
れ

あ
く
じ
や

や
ぶ

か

ほ
う
い
つ

も
つ
て
の
故
に
地
獄
に
堕
つ
べ
し
と
記
す
」
と
〈
已
上
〉。

き

答
え
て
い
う
、
涅
槃
経
第
三
十
三
巻
の
迦
葉
品
に
「
迦
葉
菩
薩
が
世
尊
に
問
う
た
、
如
来
は
何
故
彼
の
善
星

か

し
よ
う

は
ま
さ
に
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
た
の
か
と
。
仏
は
迦
葉
に
答
え
て
、
善
男
子
よ
、
善
星
比

丘
に
は
多
く
の
従
者
が
あ
っ
て
、
そ
の
従
者
は
み
な
善
星
は
阿
羅
漢
の
聖
者
で
あ
り
覚
り
を
開
い
た
者
と
思
っ
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て
い
る
か
ら
、
自
分
は
そ
う
い
う
彼
ら
の
邪
悪
の
心
を
破
る
た
め
に
、
か
の
善
星
は
放
逸
の
罪
に
よ
っ
て
地
獄

に
堕
ち
る
で
あ
ろ
う
と
言
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
文
の
放
逸
と
は
謗
法
の
名
な
り
。
源
空
も
ま
た
彼
の
善
星
の
ご
と
く
、
謗
法
を
も
つ
て
の
故
に
無
間

か

ぜ
ん
し
よ
う

む

け

ん

に
堕
つ
べ
し
。
所
化
の
衆
は
こ
の
邪
義
を
知
ら
ざ
る
が
故
に
、
源
空
を
も
つ
て
一
切
智
人
と
号
し
、
或
は

し

よ

け

し
ゆ

い
つ
さ
い

ち

じ

ん

勢
至
菩
薩
、
或
は
善
導
の
化
身
な
り
と
云
う
。
彼
が
悪
邪
の
心
を
壊
ら
ん
が
た
め
の
故
に
、
謗
法
の
根
源

せ

い

し

ぜ
ん
ど
う

を
顕
わ
す
。
梵
網
経
の
説
は
、
謗
法
の
者
の
外
の
四
衆
な
り
。
仏
誡
め
て
云
く
、「
謗
法
の
人
を
見
て
そ

ほ
か

い
ま
し

の
失
を
顕
わ
さ
ざ
れ
ば
、
仏
の
弟
子
に
あ
ら
ず
」
と
。

と
がこ

の
涅
槃
経
の
文
に
「
放
逸
」
と
あ
る
の
は
謗
法
の
罪
の
一
つ
で
あ
る
。
今
の
源
空
も
ま
た
彼
の
善
星
の
よ
う

ほ
う
ぼ
う

に
、
法
華
経
を
謗
っ
た
謗
法
の
罪
に
よ
っ
て
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
源
空
の
門
弟
た
ち
は

選
択
集
が
邪
義
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
源
空
を
一
切
智
人
と
呼
び
、
あ
る
い
は
勢
至
菩
薩
や
善
導
和
尚

の
化
身
で
あ
る
な
ど
と
い
う
。
そ
こ
で
彼
ら
の
邪
悪
の
心
を
破
る
た
め
に
、
源
空
の
謗
法
の
根
源
を
明
ら
か
に

し
た
の
で
あ
っ
て
、
涅
槃
経
に
説
く
通
り
で
あ
る
。
梵
網
経
の
文
は
、
謗
法
の
者
を
除
い
た
そ
の
他
の
出
家
・

在
家
の
男
女
を
謗
っ
た
者
は
地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
涅
槃
経
の
説
と
相
違
し
な
い
。
か
え
っ
て

仏
は
「
謗
法
の
人
を
見
て
そ
の
過
失
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
仏
弟
子
で
は
な
い
」
と
誡
め
ら
れ
て
い
る
。

い
ま
し

故
に
涅
槃
経
に
云
く
、「
我
涅
槃
の
後
、
そ
の
方
面
に
随
い
て
、
持
戒
の
比
丘
あ
り
て
、
威
儀
具
足
し
、

わ
れ

ね

は

ん

の
ち

じ

か

い

い

ぎ
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正
法
を
護
持
せ
ん
。
法
を
壊
る
者
を
見
て
、
す
な
わ
ち
よ
く
駈
遣
し
呵
責
し
徴
治
せ
よ
。
ま
さ
に
知
る
べ

や
ぶ

く

け

ん

か
し
や
く

ち
よ
う
じ

し
、
こ
の
人
は
福
を
得
ん
こ
と
、
無
量
に
し
て
称
計
す
べ
か
ら
ず
」
と
。
ま
た
云
く
、「
も
し
善
比
丘
あ

し
よ
う
け
い

ぜ
ん

び

く

り
て
、
法
を
壊
る
者
を
見
て
、
置
い
て
呵
責
し
駈
遣
し
挙
処
せ
ず
ん
ば
、
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
こ
の
人
は

こ

し

よ

仏
法
の
中
の
怨
な
り
。
も
し
よ
く
駈
遣
し
呵
責
し
挙
処
せ
ば
、
こ
れ
我
が
弟
子
真
の
声
聞
な
り
」
と
〈
已
上
〉。

あ
だ

し
よ
う
も
ん

ゆ
え
に
涅
槃
経
第
三
巻
の
寿
命
品
に
は
「
わ
が
入
滅
の
後
に
、
あ
る
と
こ
ろ
に
戒
律
を
堅
く
守
り
、
僧
と
し
て

の
立
居
振
舞
も
法
に
か
な
い
、
正
法
を
護
る
僧
が
い
た
と
す
る
。
彼
は
も
し
正
法
を
破
る
者
を
見
た
な
ら
ば
た

だ
ち
に
追
い
出
し
、
叱
り
責
め
、
処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
こ
の
人
は
計
り
き
れ
な
い
ほ
ど

の
福
を
得
る
」
と
あ
り
、
ま
た
「
も
し
善
い
僧
が
あ
っ
て
、
正
法
を
破
る
者
を
見
て
も
、
知
ら
ん
振
り
し
て
叱

り
責
め
も
せ
ず
、
追
い
出
し
も
せ
ず
、
処
罰
も
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
人
は
仏
法
の
中
の
敵
で
あ
る
。
し
か
し
、

も
し
よ
く
追
い
出
し
、
叱
り
責
め
、
処
罰
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
わ
が
弟
子
、
真
の
声
聞
で
あ
る
」
と
誡
め

て
い
る
。

予
、
仏
弟
子
の
一
分
に
入
ら
ん
が
た
め
に
、
こ
の
書
を
造
り
謗
法
の
失
を
顕
わ
し
、
世
間
に
流
布
す
。
願

よ

と
が

わ
く
は
、
十
方
の
仏
陀
こ
の
書
に
お
い
て
力
を
副
え
、
大
悪
法
の
流
布
を
止
め
、
一
切
衆
生
の
謗
法
を

そ

と
ど

し
ゆ
じ
よ
う

救
わ
し
め
た
ま
え
。

私
は
仏
弟
子
の
一
人
に
入
り
た
い
が
た
め
に
、
こ
の
書
物
を
作
っ
て
源
空
ら
の
謗
法
の
罪
を
明
ら
か
に
し
て
、
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世
間
に
弘
め
る
の
で
あ
る
。
ど
う
か
十
方
の
仏
陀
諸
尊
よ
、
こ
の
書
物
に
力
を
加
え
ら
れ
て
、
大
悪
法
の
流
布

す
る
の
を
止
め
て
、
一
切
衆
生
の
謗
法
罪
を
救
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

大
文
の
第
五
に
、
善
知
識
並
に
真
実
の
法
に
値
い
難
き
こ
と
を
明
か
さ
ば
、
こ
れ
に
つ
い
て
三
あ
り
。
一

ぜ
ん
ち
し
き

あ

が
た

に
は
受
け
難
き
人
身
、
値
い
難
き
仏
法
な
る
こ
と
を
明
か
し
、
二
に
は
受
け
難
き
人
身
を
受
け
、
値
い
難

に
ん
し
ん

き
仏
法
に
値
う
と
い
え
ど
も
、
悪
知
識
に
値
う
が
故
に
三
悪
道
に
堕
つ
る
こ
と
を
明
か
し
、
三
に
は
正
し

あ
く
ち
し

き

さ
ん
な
く
ど
う

ま
さ

く
末
代
の
凡
夫
の
た
め
の
善
知
識
を
明
か
す
。

ぼ

ん

ぶ

ぜ
ん
ち
し
き

大
文
の
第
五
に
、
善
き
師
と
真
実
の
仏
法
に
は
値
い
が
た
い
こ
と
を
説
明
す
る
に
、
こ
れ
を
三
つ
に
分
け
る
。

一
に
は
人
間
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
希
で
あ
り
、
ま
た
仏
法
に
値
う
こ
と
も
希
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
二
に
は

ま
れ

希
に
人
間
に
生
ま
れ
仏
法
に
値
う
こ
と
が
で
き
て
も
、
悪
師
に
値
え
ば
三
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
を
明
か
し
、
三

に
は
正
し
く
末
代
の
凡
夫
の
た
め
の
善
き
師
を
明
か
そ
う
。

第
一
に
、
受
け
難
き
人
身
、
値
い
難
き
仏
法
な
る
こ
と
を
明
か
さ
ば
、
涅
槃
経
三
十
三
に
云
く
、「
そ
の

時
に
世
尊
、
地
の
少
し
き
土
を
取
り
て
こ
れ
を
爪
の
上
に
置
き
、
迦
葉
に
告
げ
て
言
く
、
こ
の
土
多
き

つ
ち

か
し
よ
う

の
た
ま
わ

や
、
十
方
世
界
の
地
の
土
多
き
や
と
。
迦
葉
菩
薩
、
仏
に
白
し
て
言
く
、
世
尊
、
爪
の
上
の
土
は
十
方
所

じ
つ
ぽ
う

せ

か

い

も
う

い
わ

有
の
土
に
比
す
べ
か
ら
ず
と
。

ひ

第
一
に
、
人
間
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
希
で
あ
り
、
仏
法
に
値
う
こ
と
も
ま
た
希
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
れ
ば
、

ま
れ

線
善知識　　善き友、真の友人。仏教の正しい道理を説き、利益を与え悟りの道へ導いてくれる人をいう。悪知識に対する語。法華経妙荘厳王本事品では、善知識は衆生に菩提心を起こさせると説く。善知識を重視した日蓮聖人は、末法には真の善知識がいないので法華経を善知識とするという。また聖人は、聖人に迫害を加えた北条時宗を善知識と呼んだが、これは聖人に法華経色読の縁を結ばせたことからの表現である。

線
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涅
槃
経
第
三
十
三
巻
の
迦
葉
品
に
「
そ
の
時
に
世
尊
が
、
大
地
の
少
し
ば
か
り
の
土
を
取
っ
て
爪
の
上
に
置
き
、

迦
葉
菩
薩
に
告
げ
て
い
わ
れ
た
、
こ
の
土
が
多
い
か
、
そ
れ
と
も
十
方
世
界
の
大
地
の
土
が
多
い
か
と
。
迦
葉

菩
薩
は
仏
に
対
し
、
世
尊
よ
、
爪
の
上
の
土
の
そ
の
少
な
い
こ
と
は
十
方
世
界
の
大
地
の
土
の
多
さ
に
は
比
べ

ら
れ
な
い
と
答
え
ら
れ
た
。

善
男
子
、
人
あ
り
て
、
身
を
捨
て
て
還
つ
て
人
身
を
得
、
三
悪
の
身
を
捨
て
て
人
身
を
受
く
る
こ
と
を
得
、

に
ん
し
ん

え

さ
ん
な
く

諸
根
完
具
し
て
中
国
に
生
じ
、
正
信
を
具
足
し
て
よ
く
道
を
修
習
し
、
道
を
修
習
し
已
り
て
よ
く
正
道

し
よ
こ
ん

か

ん

ぐ

ち
ゆ
う
ご
く

し
よ
う

し
よ
う
し
ん

ぐ

そ

く

ど
う

し
ゆ
し
ゆ
う

し
よ
う
ど
う

を
修
し
、
正
道
を
修
し
已
り
て
よ
く
解
脱
を
得
、
解
脱
を
得
已
り
て
よ
く
涅
槃
に
入
る
は
、
爪
の
上
の
土

し
ゆ

げ

だ

つ

ね

は

ん

の
ご
と
く
、
人
身
を
捨
て
已
り
て
三
悪
の
身
を
得
、
三
悪
の
身
を
捨
て
て
三
悪
の
身
を
得
、
諸
根
具
せ
ず

し
て
辺
地
に
生
じ
、
邪
倒
の
見
を
信
じ
て
邪
道
を
修
習
し
、
解
脱
常
楽
の
涅
槃
を
得
ざ
る
は
、
十
方
界
の

へ

ん

ち

じ
や
と
う

け
ん

所
有
の
地
の
土
の
ご
と
し
」
と
〈
已
上
経
文
〉。

仏
は
こ
の
譬
え
に
よ
せ
て
迦
葉
に
教
示
さ
れ
る
に
、
善
男
子
よ
、
人
が
死
ん
で
後
に
再
び
人
間
と
生
ま
れ
、
ま

た
は
三
悪
道
の
身
で
死
ん
だ
後
に
人
間
と
生
ま
れ
、
し
か
も
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
な
ど
に
欠
陥
な
く
、
仏
法

の
中
心
地
に
生
ま
れ
、
正
し
い
信
心
を
得
て
仏
道
を
修
行
し
、
修
行
の
中
で
も
正
し
い
道
を
修
行
し
て
解
脱
を

得
、
解
脱
を
得
て
後
に
涅
槃
に
入
る
こ
と
は
爪
の
上
の
土
ほ
ど
に
少
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
人
が
死

ん
で
後
に
三
悪
道
に
堕
ち
、
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
再
び
三
悪
道
に
堕
ち
、
し
か
も
人
間
界
に
生
ま
れ
て
も
眼
・
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耳
・
鼻
な
ど
に
欠
陥
が
あ
り
、
仏
法
を
聞
く
こ
と
の
で
き
な
い
辺
地
に
生
ま
れ
て
、
邪
な
思
想
を
信
じ
、
邪
な
道
を

修
行
し
、
解
脱
も
涅
槃
も
得
ら
れ
な
い
者
は
十
方
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
大
地
の
上
の
土
の
よ
う
に
多
い
」
と
あ
る
。

こ
の
文
は
、
多
く
法
門
を
集
め
て
一
具
と
せ
り
。
人
身
を
捨
て
て
還
つ
て
人
身
を
受
く
る
は
爪
の
上
の
土

に
ん
し
ん

の
ご
と
く
、
人
身
を
捨
て
て
三
悪
道
に
堕
つ
る
は
十
方
の
土
の
ご
と
し
。
三
悪
の
身
を
捨
て
て
人
身
を
受

さ
ん
な
く
ど
う

お

く
る
は
爪
の
上
の
土
の
ご
と
く
、三
悪
の
身
を
捨
て
て
還
つ
て
三
悪
の
身
を
得
る
は
十
方
の
土
の
ご
と
し
。

人
身
を
受
く
る
は
十
方
の
土
の
ご
と
く
、
人
身
を
受
け
て
六
根
欠
け
ざ
る
は
爪
の
上
の
土
の
ご
と
し
。
人

か

身
を
受
け
て
六
根
欠
け
ざ
れ
ど
も
、
辺
地
に
生
ず
る
は
十
方
の
土
の
ご
と
く
、
中
国
に
生
ず
る
は
爪
の
上

の
土
の
ご
と
し
。
中
国
に
生
ず
る
は
十
方
の
土
の
ご
と
く
、
仏
法
に
値
う
は
爪
の
上
の
土
の
ご
と
し
。

こ
の
経
文
は
多
く
の
法
門
を
集
め
て
ま
と
め
て
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
少
し
詳
し
く
説
明
す
る
と
、
人
が
死

ん
で
後
に
再
び
人
間
と
生
ま
れ
る
こ
と
は
爪
の
上
の
土
の
よ
う
に
少
な
く
、
死
ん
で
後
に
三
悪
道
に
堕
ち
る
人

は
十
方
世
界
の
土
の
よ
う
に
多
い
。
ま
た
三
悪
道
の
身
が
死
ん
で
後
に
人
間
と
生
ま
れ
る
の
は
爪
の
上
の
土
の

よ
う
に
少
な
く
、
三
悪
道
の
身
か
ら
生
ま
れ
変
わ
っ
て
も
再
び
三
悪
道
に
堕
ち
る
者
は
十
方
世
界
の
土
の
よ
う

に
多
い
。
ま
た
人
間
に
生
ま
れ
る
者
は
十
方
世
界
の
土
ほ
ど
多
い
が
、
人
間
と
生
ま
れ
て
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・

身
・
意
の
六
根
が
具
わ
っ
て
欠
陥
の
な
い
人
は
爪
の
上
の
土
の
よ
う
に
少
な
い
。
ま
た
人
間
と
生
ま
れ
て
六
根

そ
な

は
具
わ
っ
て
い
て
も
辺
地
に
生
ま
れ
る
者
は
十
方
世
界
の
土
の
よ
う
に
多
く
、
中
心
地
に
生
ま
れ
る
者
は
爪
の
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上
の
土
の
よ
う
に
少
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
中
心
地
に
生
ま
れ
る
者
は
十
方
世
界
の
土
ほ
ど
多
い
が
、
そ
の
中

で
仏
法
に
値
う
こ
と
の
で
き
る
者
は
爪
の
上
の
土
の
よ
う
に
少
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

あ

ま
た
云
く
、「
一
闡
提
と
作
ら
ず
、
善
根
を
断
ぜ
ず
、
か
く
の
ご
と
き
ら
の
涅
槃
経
典
を
信
ず
る
は
、
爪

い
つ
せ
ん
だ
い

な

の
上
の
土
の
ご
と
く
、
乃
至
、
一
闡
提
と
作
つ
て
諸
の
善
根
を
断
じ
、
こ
の
経
を
信
ぜ
ざ
る
者
は
、
十
方
界

な

い

し

な

じ
つ
ぽ
う
か
い

所
有
の
地
の
土
の
ご
と
し
」
と
〈
已
上
経
文
〉。
こ
の
文
の
ご
と
く
ん
ば
、
法
華
・
涅
槃
を
信
ぜ
ず
し
て

一
闡
提
と
作
る
は
十
方
の
土
の
ご
と
く
、
法
華
・
涅
槃
を
信
ず
る
は
爪
の
上
の
土
の
ご
と
し
。
こ
の
経
文

な

を
見
て
、
い
よ
い
よ
感
涙
押
え
難
し
。

ま
た
同
じ
涅
槃
経
に
「
不
信
謗
法
の
者
と
も
な
ら
ず
、
善
根
功
徳
の
縁
を
も
断
た
ず
に
、
こ
の
涅
槃
経
典
を
信

ず
る
人
は
爪
の
上
の
土
の
よ
う
に
少
な
く
、（
中
略
）
極
悪
の
一
闡
提
と
な
り
、
も
ろ
も
ろ
の
善
根
を
断
ち
、
こ

の
経
を
信
じ
な
い
者
は
十
方
世
界
の
大
地
の
土
の
よ
う
に
多
い
」
と
あ
る
。
こ
の
経
文
に
よ
れ
ば
、
法
華
経
や

涅
槃
経
を
信
じ
な
い
で
不
信
謗
法
の
人
と
な
る
者
は
十
方
世
界
の
土
の
よ
う
に
多
く
あ
り
、
法
華
経
や
涅
槃
経

を
信
ず
る
者
は
爪
の
上
の
土
の
よ
う
に
少
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
経
文
を
見
て
、
い
よ
い
よ
感
激
の
涙
を
押
さ

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

今
日
本
国
の
諸
人
を
見
聞
す
る
に
、
多
分
は
権
教
を
行
ず
。
た
と
い
身
口
に
は
実
教
を
行
ず
と
い
え
ど

け
ん
も
ん

ご
ん
き
よ
う

ぎ
よ
う

し

ん

く

も
、
心
に
は
ま
た
権
教
を
存
す
。
故
に
天
台
大
師
摩
訶
止
観
の
五
に
云
く
、「
そ
れ
癡
鈍
な
る
者
は
毒
気

ま

か

し

か

ん

ち

ど

ん

ど

つ

け

線
摩訶止観　　十巻。天台智宮の講述を章安灌頂が筆録した書。法華玄義・法華文句によって明かされた法華経の真理を、実践体得するための修行法として十境十乗の観法を説く。日蓮聖人は、第七正観章に説かれる一念三千を天台教学の極説とし、法華経の根本真理・仏種であると見た。しかし一念三千の観法は末法の時代に合わないといって、妙法五字の受持による信心行を本門事の一念三千とし、末法の行法とした。摩訶止観　　十巻。天台智顗の講述を章安灌頂が筆録した書。法華玄義・法華文句によって明かされた法華経の真理を、実践体得するための修行法として十境十乗の観法を説く。日蓮聖人は、第七正観章に説かれる一念三千を天台教学の極説とし、法華経の根本真理・仏種であると見た。しかし一念三千の観法は末法の時代に合わないといって、妙法五字の受持による信心行を本門事の一念三千とし、末法の行法とした。
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深
く
入
り
て
本
心
を
失
う
が
故
に
、
す
で
に
そ
れ
信
ぜ
ざ
れ
ば
則
ち
手
に
入
ら
ず
。
乃
至
、
大
罪
聚
の
人

だ
い
ざ
い
じ
ゆ

な
り
。
乃
至
、
た
と
い
世
を
厭
う
者
も
下
劣
の
乗
を
翫
び
、
枝
葉
に
攀
附
し
、
狗
作
務
に
狎
れ
、
昶
猴

い
と

げ

れ

つ

じ
よ
う

も
て
あ
そ

は

ん

ぷ

い
ぬ

さ

む

な

び

こ

う

を
敬
う
て
帝
釈
と
な
し
、
瓦
礫
を
崇
ん
で
こ
れ
明
珠
な
り
と
す
。
こ
れ
黒
闇
の
人
な
り
。
あ
に
道
を
論

た
い
し
や
く

が
り
や
く

た
つ
と

め
い
し
ゆ

こ
く
あ
ん

ず
べ
け
ん
や
」
と
〈
已
上
〉。

今
、
日
本
国
の
人
び
と
を
見
る
と
、
大
多
数
の
人
は
方
便
教
を
修
行
し
て
い
る
。
た
と
え
一
見
、
身
や
口
に
は

い
つ
け
ん

真
実
教
を
修
行
す
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
内
心
は
方
便
教
を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
天
台
大
師

は
摩
訶
止
観
の
第
五
巻
に
、
こ
の
よ
う
な
人
び
と
を
指
し
て
「
愚
か
な
者
は
身
体
に
毒
が
深
く
入
っ
て
本
心
を

失
っ
て
し
ま
っ
た
者
だ
か
ら
、
良
薬
を
信
じ
て
飲
も
う
と
は
し
な
い
。
信
じ
な
い
か
ら
自
分
の
も
の
と
は
な
ら

な
い
。（
中
略
）
こ
れ
は
た
い
へ
ん
罪
の
深
い
人
で
あ
る
。（
中
略
）
た
と
え
世
間
を
厭
っ
て
出
家
し
た
者
も
、

ご
く
低
い
劣
っ
た
方
便
教
を
尊
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
、
木
を
切
る
の
に
幹
を
切
ら
な
い
で
よ
じ
登
っ

て
枝
葉
を
切
り
、
犬
が
主
人
に
馴
れ
な
い
で
召
使
い
に
馴
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
猿
を
敬
っ
て

な

帝
釈
天
と
勘
違
い
を
し
た
り
、
瓦
や
礫
を
宝
珠
と
思
い
違
え
て
尊
ぶ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
の
道

つ
ぶ
て

理
や
価
値
に
暗
い
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
と
仏
道
を
語
り
合
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

源
空
並
に
所
化
の
衆
、
深
く
三
毒
の
酒
に
酔
う
て
、
大
通
結
縁
の
本
心
を
失
う
。
法
華
・
涅
槃
に
お
い
て

げ
ん
く
う

し

よ

け

し
ゆ

だ
い
つ
う
け
ち
え
ん

不
信
の
思
い
を
作
し
、
一
闡
提
と
作
り
、
観
経
等
の
下
劣
の
乗
に
依
り
て
、
方
便
の
称

名
等
の
瓦
礫
を
翫

な

な

か
ん
ぎ
よ
う

し
よ
う
み
よ
う

も
て
あ
そ
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び
、
法
然
房
の
昶
猴
を
敬
う
て
智
慧
第
一
の
帝
釈
と
思
い
、
法
華
・
涅
槃
の
如
意
珠
を
捨
て
て
、
如
来
の

び

こ

う

た
い
し
や
く

に
よ

い
し
ゆ

聖

教
を
彊
す
る
は
、
権
実
二
教
を
弁
え
ざ
る
が
故
な
り
。

し
よ
う
ぎ
よ
う

さ
み

わ
き
ま

源
空
や
そ
の
弟
子
た
ち
は
、
こ
の
摩
訶
止
観
の
文
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
見
る
と
、
貪
り
・
瞋
り
・
愚
か
の
三

む
さ
ぼ

い
か

お
ろ

毒
煩
悩
の
酒
に
深
く
酔
い
し
れ
る
よ
う
に
、
大
通
智
勝
仏
の
昔
に
法
華
経
と
縁
を
結
ん
で
仏
種
を
植
え
つ
け
ら

れ
な
が
ら
そ
の
本
心
を
失
っ
て
、
法
華
経
や
涅
槃
経
の
真
実
教
に
疑
い
を
抱
い
て
不
信
謗
法
の
者
と
な
り
、
観

無
量
寿
経
な
ど
の
下
劣
の
教
え
を
信
じ
て
方
便
の
称
名
念
仏
な
ど
の
瓦
礫
を
尊
び
、
法
然
房
の
猿
を
敬
っ
て
智

が
れ
き

恵
第
一
の
帝
釈
天
と
見
誤
り
、
法
華
経
・
涅
槃
経
の
如
意
宝
珠
を
捨
て
て
、
如
来
の
聖
教
を
卑
し
め
る
。
こ
れ

は
仏
一
代
の
教
法
に
お
け
る
方
便
教
と
真
実
教
と
の
区
別
を
弁
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

故
に
弘
決
の
第
一
に
云
く
、「
こ
の
円
頓
を
聞
き
て
宗
重
せ
ざ
る
者
は
、
良
に
近
代
大
乗
を
習
う
者
の
雑
濫

ぐ

け

つ

え
ん
ど
ん

そ
う
じ
ゆ
う

ま
こ
と

ぞ
う
ら
ん

す
る
に
由
る
故
な
り
」
と
。
大
乗
に
お
い
て
権
実
二
教
を
弁
え
ざ
る
を
雑
濫
と
云
う
な
り
。
故
に
末
代

よ

わ
き
ま

ま
つ
だ
い

に
お
い
て
法
華
経
を
信
ず
る
者
は
爪
の
上
の
土
の
ご
と
く
、
法
華
経
を
信
ぜ
ず
し
て
権
教
に
堕
落
す
る

ご
ん
き
よ
う

だ

ら

く

も
の
は
十
方
の
微
塵
の
ご
と
し
。

み

じ

ん

ゆ
え
に
妙
楽
大
師
は
摩
訶
止
観
弘
決
の
第
一
巻
に
「
こ
の
円
頓
の
真
実
教
を
聞
い
て
崇
め
尊
重
し
な
い
者
は
、

あ
が

ま
こ
と
に
近
ご
ろ
の
大
乗
を
学
ぶ
者
の
方
便
と
真
実
と
の
区
別
を
知
ら
な
い
雑
乱
の
学
風
の
影
響
に
よ
る
」
と

い
わ
れ
て
い
る
。
大
乗
教
の
中
に
方
便
と
真
実
と
の
差
別
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
で
、
二
教
を
混
乱
す
る
の

線
弘決　　摩訶止観輔行伝（ふぎようでん）弘決のこと。止観弘決、止観輔行ともいう。妙楽大師湛然（たんねん）が天台智顗の摩訶止観十巻を注釈した書。止観に説かれた実践修行の妙行を明らかにすると同時に、天台滅後に生じた異義を破折するために著わした。日蓮聖人は、止観と並べてしばしば引用し、自説の援証としているように、聖人教学の形成に大きな影響を与えている。
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を
雑
乱
と
い
う
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
末
代
に
お
い
て
も
実
大
乗
の
法
華
経
を
信
ず
る
者
は
爪
の
上
の
土
の
よ
う

に
少
な
く
、
法
華
経
を
信
じ
な
い
で
方
便
教
に
退
転
し
て
い
く
者
は
十
方
世
界
の
塵
の
よ
う
に
多
い
の
で
あ
る
。

故
に
妙
楽
歎
い
て
云
く
、「
像
末
は
情
澆
く
信
心
寡
薄
に
し
て
、
円
頓
の
教
法
は
蔵
に
溢
れ
函
に
盈
つ
れ

ぞ
う
ま
つ

こ
こ
ろ
う
す

か

は

く

え
ん
ど
ん

あ
ふ

は
こ

み

ど
も
、
暫
く
も
思
惟
せ
ず
、
す
な
わ
ち
瞑
目
に
至
る
。
徒
ら
に
生
じ
徒
ら
に
死
す
。
一
に
何
ぞ
痛
ま
し

し

ゆ

い

め
い
も
く

い
た
ず

き
か
な
」
と
〈
已
上
〉。
こ
の
釈
は
偏
に
妙
楽
大
師
権
者
た
る
の
間
、
遠
く
日
本
国
の
当
代
を
鑑
み
て
、
記

ひ
と
え

ご
ん
し
や

か
ん
が

し
る

し
置
く
所
の
未
来
記
な
り
。

そ
れ
ゆ
え
に
妙
楽
大
師
は
こ
の
こ
と
を
歎
い
て
「
ま
し
て
像
法
・
末
法
の
時
代
は
人
情
は
薄
く
な
り
、
信
心
も

弱
く
な
っ
て
、
円
頓
真
実
の
教
法
は
蔵
に
溢
れ
函
に
満
ち
る
ほ
ど
あ
っ
て
も
、
そ
の
教
え
に
つ
い
て
少
し
も
考

あ
ふ

は
こ

え
て
み
よ
う
と
も
し
な
い
で
、
臨
終
を
迎
え
る
。
た
だ
い
た
ず
ら
に
生
き
い
た
ず
ら
に
死
ん
で
い
く
。
ひ
と
え

に
何
と
痛
ま
し
い
こ
と
は
な
い
か
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
は
妙
楽
大
師
が
菩
薩
の
権
化
の
人
で
あ
る
か

ら
、
遠
く
日
本
国
の
末
法
の
今
の
時
代
を
見
通
し
て
、
予
言
し
て
お
か
れ
た
未
来
記
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
法
然
上
人
の
門
弟
の
内
に
も
、
一
切
経
蔵
を
安
置
し
、
法
華
経
を
行
ず
る
者
も
あ
り
。
何

あ

ん

ち

ぞ
皆
謗
法
の
者
と
称
せ
ん
や
。

し
よ
う

問
う
て
い
う
、
法
然
上
人
の
門
弟
た
ち
の
中
に
も
一
切
経
蔵
を
安
置
し
て
、
法
華
経
を
修
行
す
る
者
も
い
る
。

ど
う
し
て
す
べ
て
謗
法
の
人
と
否
定
し
て
し
ま
う
の
か
。

線
未来記　　未来のことを予想し予言した経典や文書などのこと。日蓮聖人は法華経および末法の様相を説いている大集経・（だいしつきよう）仁王経などの諸経典を未来記とし、さらに天台・妙楽・伝教などの先師の著書も未来記としている。とくに法華経勧持品（かんじほん）の二十行の偈と薬王品の広宣流布の文は、聖人の弘経活動を支えた仏の未来記であった。また立正安国論は聖人の未来記である。
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答
え
て
云
く
、
一
切
経
を
開
き
見
、
法
華
経
を
読
む
は
、
難
行
道
の
由
を
称
し
、
選
択
集
の
悪
義
を
扶

な
ん
ぎ
よ
う
ど
う

せ
ん
ち
や
く
し
ゆ
う

た
す

け
ん
が
た
め
に
す
。
経
論
を
開
く
に
付
き
て
、
い
よ
い
よ
謗
法
を
増
す
こ
と
、
例
せ
ば
善
星
の
十
二
部

ぜ
ん
し
よ
う

経
、
提
婆
達
多
の
六
万
蔵
の
ご
と
し
。
智
者
の
由
を
称
す
る
は
、
自
身
を
重
ん
じ
悪
法
を
扶
け
ん
が
た
め

だ

い

ば

だ

つ

た

ぞ
う

ち

し

や

よ
し

な
り
。

答
え
て
い
う
、
源
空
の
門
弟
た
ち
が
一
切
経
を
開
い
て
法
華
経
を
読
む
の
は
、
法
華
経
が
難
行
道
で
あ
る
こ
と

を
確
か
め
て
、
選
択
集
の
邪
義
を
助
け
る
の
が
目
的
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
他
の
経
論
を
開
い
て
読
め
ば
読
む

ほ
ど
、
ま
す
ま
す
謗
法
の
罪
を
増
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
善
星
比
丘
が
十
二
部
経
を
読
ん
で
苦
得

外
道
に
味
方
し
、
提
婆
達
多
が
六
万
法
蔵
の
多
数
を
読
ん
で
釈
尊
に
背
い
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
自
分
が
智
者

で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
実
は
智
者
で
も
な
い
の
に
世
間
の
人
び
と
に
自
分
を
重
く
見
せ
て
尊
敬
さ
せ
、
選

択
集
の
悪
法
の
流
布
を
助
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
受
け
難
き
人
身
を
受
け
、
値
い
難
き
仏
法
に
値
う
と
い
え
ど
も
、
悪
知
識
に
値
う
が
故
に
、

に
ん
し
ん

あ

く

ち

し

き

三
悪
道
に
堕
つ
る
こ
と
を
明
か
さ
ば
、
仏
蔵
経
に
云
く
、「
大
荘
厳
仏
の
滅
後
に
五
比
丘
あ
り
。
一
人
は

さ
ん
な
く
ど
う

お

だ
い
し
よ
う
ご
ん
ぶ
つ

い
ち
に
ん

正
道
を
知
つ
て
多
億
の
人
を
度
し
、
四
人
は
邪
見
に
住
す
。
こ
の
四
人
命

終
し
て
後
、
阿
鼻
地
獄
に
堕

し
よ
う
ど
う

み
よ
う
じ
ゆ
う

あ

び

じ

ご

く

お

ち
て
、
仰
ぎ
て
臥
し
、
伏
に
臥
し
、
左
脇
に
臥
し
、
右
脇
に
臥
す
こ
と
、
各
九
百
万
億
歳
な
り
。
乃

あ
お

が

う
つ
ぶ
せ

さ
き
よ
う

う
き
よ
う

お
の
お
の

至
、
も
し
は
在
家
・
出
家
の
こ
の
人
に
親
近
せ
し
も
の
、
並
に
諸
の
檀
越
お
よ
そ
六
百
四
万
億
人
、
こ

も
ろ
も
ろ

だ
ん
の
つ

線
提婆達多　　提婆・調達（ちようだつ）ともいい、阿難の兄、釈尊のいとこにあたる。釈尊に従って出家し、八万法蔵を暗誦するほど智恵がすぐれていたが、世俗的名利への執着が強く、釈尊に敵対して五逆罪の中の出仏身血・殺阿羅漢・破和合僧の三逆罪を犯して無間地獄へ堕ちた。日蓮聖人は、法華経提婆品で提婆達多が成仏の保証を受けた経説にもとづいて、一切の悪人も謗法者も法華経によって救われることを説いた。
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の
四
師
と
倶
に
生
じ
倶
に
死
し
、
大
地
獄
に
あ
り
て
諸
の
焼
煮
を
受
く
。
大
劫
も
し
尽
き
ぬ
れ
ば
、
こ

と
も

し
よ
う

し
よ
う
し
や

の
四
悪
人
及
び
六
百
四
万
億
の
人
、
こ
の
阿
鼻
地
獄
よ
り
、
他
方
の
大
地
獄
の
中
に
転
生
す
」
と
〈
已

て
ん
し
よ
う

上
〉。

第
二
に
希
に
人
間
と
生
ま
れ
、
尊
い
仏
法
と
値
っ
て
も
、
悪
師
に
値
え
ば
三
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
を
説
明
し
よ

ま
れ

う
。
仏
蔵
経
の
第
三
巻
往
古
品
に
「
昔
、
大
荘
厳
仏
の
滅
後
に
五
人
の
比
丘
が
あ
っ
た
。
普
事
比
丘
一
人
は
正

ふ

じ

法
を
学
ん
で
多
く
の
人
び
と
を
教
化
し
救
済
し
た
が
、
苦
岸
比
丘
な
ど
の
四
人
は
邪
法
を
学
ん
だ
た
め
に
、
四

く
が
ん

人
は
死
ん
で
後
に
無
間
地
獄
に
堕
ち
て
、
仰
む
き
、
伏
し
、
左
向
き
に
臥
し
、
右
向
き
に
臥
し
て
お
の
お
の

う
つ
ぶ

九
百
万
億
歳
も
の
長
い
間
、
絶
え
間
な
い
責
め
苦
を
受
け
た
。（
中
略
）
ま
た
こ
の
四
人
に
親
し
ん
で
い
た
在
家

・
出
家
の
者
や
信
者
た
ち
は
お
よ
そ
六
百
四
万
億
人
も
い
た
が
、
み
な
こ
の
四
人
の
師
と
同
じ
所
に
生
ま
れ
同

じ
所
に
死
ん
で
、
つ
い
に
大
地
獄
に
堕
ち
て
焼
か
れ
た
り
煮
ら
れ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
の
苦
し
み
を
受
け
た
。
非

常
に
永
い
年
月
を
経
て
か
ら
、
こ
の
四
人
の
悪
師
と
そ
の
弟
子
信
者
六
百
四
万
億
人
と
は
、
こ
の
世
界
の
無
間

地
獄
か
ら
他
の
世
界
の
大
地
獄
へ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
て
永
く
苦
し
み
を
受
け
た
」
と
あ
る
。

涅
槃
経
三
十
三
に
云
く
、「
そ
の
時
に
城
中
に
一
の
尼
乾
あ
り
。
名
を
苦
得
と
曰
う
。
乃
至
、
善
星
、
苦

ね

は

ん

ひ
と
り

に

け

ん

く

と

く

い

ぜ
ん
し
よ
う

得
に
問
う
。
答
え
て
曰
く
、
我
食
吐
鬼
の
身
を
得
た
り
。
善
星
、
諦
か
に
聴
け
。
乃
至
、
そ
の
時
に
善

い
わ

わ
れ
じ
き

と

き

あ
き
ら

き

星
す
な
わ
ち
我
が
所
に
還
つ
て
、
か
く
の
ご
と
き
言
を
作
す
。
世
尊
、
苦
得
尼
乾
は
命

終
の
後
に
三
十

も
と

こ
と
ば

な

せ

そ

ん

く

と
く

に

け
ん

み
よ
う
じ
ゆ
う

の
ち
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三
天
に
生
ぜ
り
。
乃
至
、
そ
の
時
に
如
来
、
す
な
わ
ち
迦
葉
と
善
星
の
所
に
往
き
た
も
う
。
善
星
比
丘
遙

か
し
よ
う

も
と

ゆ

か
に
我
が
来
る
を
見
、
見
已
つ
て
す
な
わ
ち
悪
邪
の
心
を
生
ず
。
悪
心
を
も
つ
て
の
故
に
、
生
身
に
陥

き
た

み

お

わ

し
よ
う
し
ん

お

ち
入
り
て
阿
鼻
地
獄
に
堕
つ
」
と
〈
已
上
〉。

ま
た
涅
槃
経
の
第
三
十
三
巻
迦
葉
品
に
は
「
そ
の
時
に
王
舎
城
中
に
一
人
の
尼
乾
子
外
道
が
い
て
、
名
を
苦
得

に
け
ん
じ

と
い
っ
た
。（
中
略
）
弟
子
の
善
星
が
苦
得
に
問
う
た
時
に
答
え
て
、
善
星
よ
、
わ
れ
は
仏
に
敵
対
し
た
の
で
食

吐
鬼
す
な
わ
ち
餓
鬼
の
身
と
生
ま
れ
た
の
だ
。
善
星
よ
、
よ
く
聴
け
。（
中
略
）
そ
こ
で
善
星
は
仏
の
所
に
還
っ

て
、
世
尊
よ
、
苦
得
外
道
は
死
ん
で
後
に
三
十
三
天
に
生
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
と
偽
っ
た
。（
中
略
）
そ
こ
で
仏

は
迦
葉
と
と
も
に
善
星
の
所
を
訪
れ
た
。
善
星
比
丘
は
遙
か
に
仏
の
来
る
の
を
見
て
、
悪
心
を
起
こ
し
た
の
で
、

そ
の
た
め
に
生
き
な
が
ら
無
間
地
獄
に
堕
ち
た
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

善
星
比
丘
は
仏
の
菩
薩
た
り
し
時
の
子
な
り
。
仏
に
随
い
奉
り
出
家
し
て
十
二
部
経
を
受
け
、
欲
界
の
煩

み
こ

よ
く
か
い

悩
を
壊
り
て
四
禅
定
を
獲
得
せ
り
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
、
悪
知
識
た
る
苦
得
外
道
に
値
い
、
仏
法
の
正
義

や
ぶ

し

ぜ
ん
じ
よ
う

か
く
と
く

く

と

く

げ

ど

う

あ

し
よ
う
ぎ

を
信
ぜ
ざ
る
に
依
り
て
、
出
家
・
受
戒
・
十
二
部
経
の
功
徳
を
失
い
、
生
身
に
阿
鼻
地
獄
に
堕
つ
。
苦
岸

く

が

ん

等
の
四
比
丘
に
親
近
せ
し
六
百
四
万
億
の
人
は
、
四
師
と
倶
に
十
方
の
大
阿
鼻
地
獄
を
経
し
な
り
。

し
ん
ご
ん

へ

善
星
比
丘
は
仏
が
ま
だ
菩
薩
と
し
て
修
行
さ
れ
て
い
た
時
の
子
供
で
あ
る
。
仏
に
随
っ
て
出
家
し
十
二
部
経
を

学
び
、
欲
界
の
煩
悩
を
断
ち
切
っ
て
阿
羅
漢
の
覚
り
を
得
た
。
し
か
し
悪
師
で
あ
る
苦
得
外
道
に
会
っ
て
、
仏

線
四禅定　　色界（浄妙な物質によって成立している世界）に生まれるために修する四段階の瞑想、精神統一のさまをいう。初禅・第二禅・第三禅・第四禅の段階を経て、欲界の迷いを超えて色界の天に生まれることができるという。
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法
の
正
し
い
教
え
を
信
じ
な
か
っ
た
の
で
、
出
家
し
て
受
け
た
戒
律
の
功
徳
も
、
学
習
し
た
十
二
部
経
の
功
徳

も
失
っ
て
、
生
き
な
が
ら
無
間
地
獄
に
堕
ち
た
の
で
あ
る
。
ま
た
苦
岸
な
ど
の
四
人
の
比
丘
に
親
し
ん
だ
六
百

四
万
億
の
人
び
と
も
、
四
人
に
会
っ
た
た
め
に
四
人
の
悪
師
と
と
も
に
十
方
の
無
間
地
獄
を
転
々
と
経
回
ら
な

へ
め
ぐ

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

今
の
世
の
道
俗
は
選
択
集
を
貴
ぶ
が
故
に
、
源
空
の
影
像
を
拝
し
て
、
一
切
経
難
行
の
邪
義
を
読
む
。

ど
う
ぞ
く

せ
ん
ち
や
く
し
ゆ
う

え
い
ぞ
う

例
せ
ば
、
尼
乾
の
所
化
の
弟
子
の
尼
乾
の
遺
骨
を
礼
し
て
三
悪
道
に
堕
ち
し
が
ご
と
し
。
願
わ
く
は
、
今

に

け

ん

し

よ

け

ら
い

さ
ん
な
く
ど
う

お

の
世
の
道
俗
、
選
択
集
の
邪
正
を
知
り
て
後
に
供
養
恭
敬
を
致
せ
。
し
か
ら
ず
ん
ば
、
定
め
て
後
悔
あ
ら
ん
。

く
ぎ
よ
う

今
の
世
の
出
家
・
在
家
は
選
択
集
を
尊
ん
で
、
源
空
の
画
像
や
木
像
を
礼
拝
し
、
一
切
経
は
難
行
で
あ
る
と
い

う
邪
義
を
読
む
こ
と
は
、
た
と
え
ば
尼
乾
子
外
道
で
あ
る
苦
得
の
弟
子
た
ち
が
そ
の
遺
骨
を
礼
拝
し
て
、
つ
い

に
三
悪
道
に
堕
ち
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
願
う
と
こ
ろ
は
、
ど
う
か
今
の
世
の
出
家
・
在
家
の
人
び
と
よ
、

選
択
集
の
教
え
が
正
義
で
あ
る
か
邪
義
で
あ
る
か
を
よ
く
確
か
め
て
か
ら
、
供
養
し
た
り
敬
っ
た
り
す
る
よ
う

に
し
て
欲
し
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
必
ず
後
悔
す
る
で
あ
ろ
う
。

故
に
涅
槃
経
に
云
く
、「
菩
薩
摩
訶
薩
、
悪
象
等
に
お
い
て
は
心
に
怖
畏
す
る
こ
と
な
か
れ
。
悪
知
識
に

ふ

い

お
い
て
は
怖
畏
の
心
を
生
ぜ
よ
。
何
を
も
つ
て
の
故
に
。
こ
の
悪
象
等
は
た
だ
能
く
身
を
壊
り
て
心
を
壊

よ

や
ぶ

る
こ
と
能
わ
ず
。
悪
知
識
は
二
倶
に
壊
る
が
故
に
。
こ
の
悪
象
等
は
た
だ
一
身
を
壊
り
、
悪
知
識
は
無

あ
た

ふ
た
つ
と
も
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量
の
善
身
と
無
量
の
善
心
を
壊
る
。
こ
の
悪
象
等
は
た
だ
能
く
不
浄
の
臭
き
身
を
破
壊
す
。
悪
知
識
は
能

よ

は

え

よ

く
浄
身
及
以
浄
心
を
壊
る
。

お

よ

び

ゆ
え
に
涅
槃
経
の
高
貴
徳
王
品
に
は
「
菩
薩
た
ち
よ
、
悪
象
な
ど
を
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
悪
師
は
恐
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
悪
象
な
ど
は
た
だ
人
の
身
体
を
破
壊
す
る
だ
け
で
心
を
破
壊
す
る
こ
と
は
な

い
が
、
悪
師
は
身
と
心
と
両
方
を
破
壊
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
悪
象
な
ど
は
せ
い
ぜ
い
一
人
を
破
壊
す
る
だ

け
で
あ
る
が
、
悪
師
は
多
く
の
善
人
の
身
と
心
と
を
破
壊
す
る
。
ま
た
悪
象
な
ど
は
た
だ
不
浄
の
臭
い
身
体
を

破
壊
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
悪
師
は
清
浄
な
身
と
心
と
を
も
破
壊
す
る
。

こ
の
悪
象
等
は
能
く
肉
身
を
壊
り
、
悪
知
識
は
法
身
を
壊
る
。
悪
象
の
た
め
に
殺
さ
れ
て
は
三
趣
に
至
ら

よ

さ
ん
し
ゆ

ず
、
悪
友
の
た
め
に
殺
さ
る
れ
ば
、
必
ず
三
趣
に
至
る
。
こ
の
悪
象
等
は
た
だ
身
の
怨
と
な
る
、
悪
知
識

あ
く
ゆ
う

あ
だ

は
善
法
の
怨
と
な
ら
ん
。
こ
の
故
に
菩
薩
は
常
に
諸
の
悪
知
識
を
遠
離
す
べ
し
」
と
〈
已
上
〉。

お

ん

り

ま
た
悪
象
な
ど
は
こ
の
肉
身
を
破
壊
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
悪
師
は
法
身
す
な
わ
ち
人
び
と
に
内
在
す
る
仏
身

を
破
壊
す
る
。
ま
た
悪
象
の
た
め
に
殺
さ
れ
て
も
三
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
は
な
い
が
、
悪
友
の
た
め
に
殺
さ
れ

れ
ば
必
ず
三
悪
道
に
堕
ち
る
の
で
あ
る
。
ま
た
悪
象
な
ど
は
た
だ
身
体
の
敵
と
な
る
だ
け
で
あ
る
が
、
悪
師
は

正
法
の
敵
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
菩
薩
た
ち
よ
、
常
に
も
ろ
も
ろ
の
悪
師
に
近
づ
か
な
い
よ

う
に
用
心
す
べ
き
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
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請
い
願
わ
く
は
、
今
の
世
の
道
俗
、
た
と
い
こ
の
書
を
邪
義
な
り
と
思
う
と
い
え
ど
も
、
し
ば
ら
く
こ
の

こ念
を
抛
ち
て
、
十

住
毘
婆
沙
論
を
開
き
、
そ
の
難
行
の
内
に
法
華
経
の
入
不
入
を
撿

え
、
選
択
集
の

じ
ゆ
う
じ
ゆ
う

び

ば

し
や
ろ
ん

に
ゆ
う
ふ
に
ゆ
う

か
ん
が

「
準
之
思
之
」
の
四
字
を
按
じ
て
後
に
是
非
を
致
せ
。
謬
り
て
悪
知
識
を
信
じ
て
邪
法
を
習
い
、
こ
の
生

じ
ゆ
ん

し

し

し

あ
ん

の
ち

あ
や
ま

し
よ
う

を
空
し
う
す
る
こ
と
な
か
れ
。

む
な願

わ
く
は
今
の
世
の
出
家
も
在
家
も
、
た
と
え
こ
の
書
に
説
く
こ
と
が
邪
義
で
あ
る
と
思
っ
て
も
、
ほ
ん
の
一

時
の
間
で
よ
い
か
ら
そ
の
考
え
を
捨
て
て
、
試
み
に
十
住
毘
婆
沙
論
を
開
い
て
、
そ
の
難
行
道
の
う
ち
に
法
華

経
が
入
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
、
次
に
選
択
集
の
「
之
に
準
じ
て
之
を
思
う
に
」
の
四
字
が
源
空
の
自
分

こ
れ

勝
手
な
解
釈
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
て
か
ら
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
、
間
違
っ
て
い
る
か
を
決
定
す
る
が

よ
い
。
間
違
っ
て
悪
師
を
信
じ
て
邪
法
を
習
い
、
せ
っ
か
く
こ
の
受
け
が
た
い
人
身
を
受
け
た
一
生
を
空
し
く

過
ご
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
に
、
正
し
く
末
法
の
凡
夫
の
た
め
の
善
知
識
を
明
か
さ
ば
、

ま
さ

ぼ

ん

ぶ

問
う
て
云
く
、
善
財
童
子
は
五
十
余
の
知
識
に
値
い
き
。
そ
の
中
に
普
賢
・
文
殊
・
観
音
・
弥
勒
等
あ
り
。

い
わ

ぜ
ん
ざ
い

ど

う

じ

あ

ふ

げ

ん

も
ん
じ
ゆ

か
ん
の
ん

み

ろ

く

常
啼
・
班
足
・
妙
荘
厳
・
阿
闍
世
等
は
、
曇
無
竭
・
普
明
・
耆
婆
・
二
子
・
夫
人
に
値
い
奉
り
て
、
生
死

じ
よ
う
た
い

は
ん
そ
く

み
よ
う
し
よ
う
ご
ん

あ

じ

や

せ

ど
ん
む
か
つ

ふ
み
よ
う

ぎ

ば

に

し

ぶ

に

ん

あ

し
よ
う

じ

を
離
れ
た
り
。
こ
れ
ら
は
皆
大
聖
な
り
。
仏
世
を
去
り
て
後
は
、
か
く
の
ご
と
き
の
師
を
得
る
こ
と
難

だ
い
し
よ
う

ほ
と
け

よ

か
た

し
と
な
す
。
滅
後
に
お
い
て
ま
た
竜
樹
・
天
親
も
去
り
ぬ
。
南
岳
・
天
台
に
も
値
わ
ず
。
如
何
ぞ
生
死

り
ゆ
う
じ
ゆ

て
ん
じ
ん

な
ん
が
く

て
ん
だ
い

い

か

ん

し
よ
う

じ

線
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を
離
る
べ
き
や
。

第
三
に
末
代
の
凡
夫
の
た
め
の
善
師
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。

問
う
て
い
う
、
華
厳
経
入
法
界
品
の
善
財
童
子
は
五
十
余
人
の
師
を
訪
ね
て
道
を
求
め
た
が
、
そ
の
中
に
は
普

賢
・
文
殊
・
観
音
・
弥
勒
な
ど
の
菩
薩
も
あ
っ
た
。
大
品
般
若
経
常
啼
品
の
常
啼
菩
薩
は
曇
無
竭
菩
薩
に
会
っ

ど
ん
む
か
つ

て
法
を
聞
き
、
仁
王
経
護
国
品
の
班
足
王
は
普
明
王
に
会
っ
て
悪
心
を
改
め
、
法
華
経
妙

荘

厳

王
本
事
品
の

み
よ
う
し
よ
う
ご
ん
の
う

妙
荘
厳
王
は
、
二
人
の
子
と
夫
人
の
導
き
で
仏
法
に
入
信
し
、
観
無
量
寿
経
に
よ
れ
ば
阿
闍
世
王
は
耆
婆
大
臣

ぎ

ば

の
諫
め
に
よ
っ
て
仏
道
に
入
り
、
そ
れ
ぞ
れ
生
死
の
迷
い
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

ら
の
師
は
み
な
大
い
な
る
聖
者
で
あ
る
。
仏
が
入
滅
さ
れ
て
後
は
、
こ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
大
聖
に
会
う
こ
と

は
た
い
へ
ん
に
困
難
で
あ
る
。
仏
の
滅
後
に
お
い
て
も
正
法
時
代
の
師
で
あ
る
イ
ン
ド
の
竜
樹
・
天
親
も
す
で

に
世
を
去
り
、
像
法
時
代
の
師
で
あ
る
中
国
の
南
岳
・
天
台
に
も
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
末
法
の
世
に
生
ま

れ
た
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
う
し
て
生
死
の
迷
い
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

答
え
て
云
く
、
末
代
に
お
い
て
真
実
の
善
知
識
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
法
華
・
涅
槃
こ
れ
な
り
。

答
え
て
い
う
、
末
代
に
も
真
実
の
善
師
は
い
る
。
法
華
経
・
涅
槃
経
こ
そ
が
末
代
の
善
師
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
人
を
も
つ
て
善
知
識
と
な
す
は
常
の
習
い
な
り
。
法
を
も
つ
て
知
識
と
な
す
の
証
あ
り
や
。

問
う
て
い
う
、
普
通
一
般
に
は
善
師
と
は
人
で
あ
る
。
教
法
を
善
師
と
す
る
確
か
な
証
拠
が
あ
る
の
か
。
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答
え
て
云
く
、
人
を
も
つ
て
知
識
と
な
す
は
常
の
習
い
な
り
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
、
末
代
に
お
い
て
は

真
の
知
識
な
け
れ
ば
、
法
を
も
つ
て
知
識
と
な
す
に
多
く
の
証
あ
り
。
摩
訶
止
観
に
云
く
、「
或
は
知
識

ま

か

し

か

ん

に
従
い
、
或
は
経
巻
に
従
い
て
、
上
に
説
く
所
の
一
実
の
菩
提
を
聞
く
」
と
〈
已
上
〉。
こ
の
文
の
意
は
、

か
み

い
ち
じ
つ

ぼ

だ

い

こ
こ
ろ

経
巻
を
も
つ
て
善
知
識
と
な
す
な
り
。

答
え
て
い
う
、
人
を
師
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
、
末
代
悪
世
に
は
真
実
の
善
師
が
い
な
い
か
ら
、

教
法
を
善
師
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
の
証
拠
が
あ
る
。
摩
訶
止
観
巻
一
に
「
あ
る
い
は
師
に
従
っ
た
り
、

あ
る
い
は
経
巻
に
従
っ
た
り
し
て
、
今
ま
で
説
い
て
き
た
一
乗
真
実
の
菩
提
の
教
を
聞
く
」
と
あ
る
。
こ
の
文

の
意
味
は
、
経
巻
を
善
師
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

法
華
経
に
云
く
、「
も
し
法
華
経
を
閻
浮
提
に
行
じ
、
受
持
す
る
こ
と
あ
ら
ん
者
は
、
ま
さ
に
こ
の
念
を
作

え
ん
ぶ
だ
い

な

す
べ
し
、
皆
こ
れ
普
賢
威
神
の
力
な
り
」
と
〈
已
上
〉。
こ
の
文
の
意
は
、
末
代
の
凡
夫
法
華
経
を
信
ず

こ
こ
ろ

る
は
、普
賢
の
善
知
識
の
力
な
り
。ま
た
云
く
、「
も
し
こ
の
法
華
経
を
受
持
し
、読
誦
し
、正
憶
念
し
、修
習

じ

ゆ

じ

ど
く
じ
ゆ

し
よ
う
お
く
ね
ん

し
ゆ
し
ゆ
う

し
、
書
写
す
る
こ
と
あ
ら
ん
者
は
、
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
こ
の
人
は
す
な
わ
ち
釈
迦
牟
尼
仏
を
見
る
な
り
。

仏
口
よ
り
こ
の
経
典
を
聞
く
が
ご
と
し
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
こ
の
人
は
釈
迦
牟
尼
仏
を
供
養
す
る
な
り
」

ぶ

つ

く

と
〈
已
上
〉。
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ま
た
法
華
経
の
勧
発
品
に
「
こ
の
娑
婆
世
界
で
法
華
経
を
修
行
し
、
こ
れ
を
受
持
す
る
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
普
賢
菩
薩
の
不
思
議
な
力
に
よ
る
守
護
の
お
蔭
で
あ
る
と
思
う
が
よ
い
」
と
あ
る
。
こ
の
文
の
意
味
は
、

末
代
の
凡
夫
が
法
華
経
を
信
じ
持
ち
つ
づ
け
る
の
は
普
賢
菩
薩
と
い
う
善
師
の
力
に
よ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
同
品
に
、「
も
し
こ
の
法
華
経
を
受
持
し
、
読
誦
し
、
正
し
く
記
憶
し
念
じ
つ
づ
け
、
思
惟
し
修
習
し
、
書

写
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
こ
の
人
は
親
し
く
釈
迦
牟
尼
仏
に
お
目
に
か
か
り
、
仏
の
御
口
か
ら
直
接
こ
の
経
を
聞

く
の
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
人
は
釈
迦
牟
尼
仏
を
供
養
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。

こ
の
文
を
見
る
に
、
法
華
経
は
釈
迦
牟
尼
仏
な
り
。
法
華
経
を
信
ぜ
ざ
る
人
の
前
に
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
入

滅
を
取
り
、
こ
の
経
を
信
ず
る
者
の
前
に
は
、
滅
後
た
り
と
い
え
ど
も
、
仏
世
に
在
す
な
り
。
ま
た
云

よ

ま
し
ま

く
、「
も
し
我
成
仏
し
て
滅
度
の
後
、
十
方
の
国
土
に
お
い
て
法
華
経
を
説
く
処
あ
ら
ば
、
我
が
塔
廟
、

わ
れ

と
う
み
よ
う

こ
の
経
を
聞
か
ん
が
た
め
の
故
に
、
そ
の
前
に
涌
現
し
て
、
た
め
に
証

明
を
作
さ
ん
」
と
〈
已
上
〉。

し
よ
う
み
よ
う

な

こ
の
経
文
に
よ
れ
ば
、
法
華
経
と
釈
迦
牟
尼
仏
と
は
同
一
で
あ
る
。
法
華
経
を
信
じ
な
い
人
の
前
に
は
釈
迦
牟

尼
仏
は
入
滅
さ
れ
た
ま
ま
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
法
華
経
を
信
ず
る
人
の
前
に
は
、
た
と
え
滅
後
で
あ
っ

て
も
仏
の
在
世
と
同
じ
く
い
つ
も
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
宝
塔
品
に
は
多
宝
如
来
の
本
願
を
説
い
て
「
も

し
私
が
成
仏
し
入
滅
し
た
後
に
お
い
て
も
、
十
方
の
国
土
の
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
法
華
経
を
説
く
所
が
あ
れ
ば
、

私
は
宝
塔
と
と
も
に
こ
の
経
を
聞
く
た
め
に
そ
の
所
に
涌
現
し
て
、
法
華
真
実
の
証
明
を
し
た
い
」
と
あ
る
。
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こ
の
文
の
意
は
、
我
等
法
華
の
名
号
を
唱
え
ば
、
多
宝
如
来
は
本
願
の
故
に
必
ず
来
り
た
も
う
。
ま
た

わ

れ

ら

み
よ
う
ご
う

き
た

云
く
、「
諸
仏
の
十
方
世
界
に
あ
っ
て
法
を
説
く
を
、
尽
く
還
し
て
一
処
に
集
め
た
も
う
」
と
〈
已
上
〉。

じ
つ
ぽ
う

せ

か

い

か
え

い
つ
し
よ

釈
迦
・
多
宝
・
十
方
の
諸
仏
・
普
賢
菩
薩
等
は
、
我
等
が
善
知
識
な
り
。
も
し
こ
の
義
に
依
ら
ば
、
我
等

わ

れ

ら

も
ま
た
宿
善
は
、
善
財
・
常
啼
・
班
足
等
に
も
勝
れ
た
り
。
彼
は
権
経
の
知
識
に
値
い
、
我
等
は
実
経

す
ぐ

か
れ

ご
ん
き
よ
う

じ
つ
き
よ
う

の
知
識
に
値
え
ば
な
り
。
彼
は
権
経
の
菩
薩
に
値
い
、
我
等
は
実
経
の
仏
・
菩
薩
に
値
い
奉
れ
ば
な
り
。

こ
の
経
文
の
意
味
は
、
わ
れ
ら
末
代
の
衆
生
が
法
華
経
の
名
号
を
唱
え
る
な
ら
ば
、
多
宝
如
来
は
本
願
を
果
た

す
た
め
に
必
ず
そ
こ
へ
現
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
同
品
に
「
諸
仏
が
十
方
の
世
界
に
あ
っ
て
説
法
さ

れ
て
い
る
の
を
、
す
べ
て
呼
び
還
さ
れ
て
霊
鷲
山
に
集
め
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
ゆ
え
に
釈
迦
・
多
宝
・
十
方

り
よ
う
じ
ゆ
せ
ん

分
身
の
諸
仏
・
普
賢
菩
薩
な
ど
は
み
な
、
わ
れ
ら
の
善
師
で
あ
る
。
だ
か
ら
法
華
経
を
信
じ
さ
え
す
れ
ば
、
こ

れ
ら
の
善
師
に
親
し
く
教
え
を
受
け
る
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
わ
れ
ら
も
ま
た
前
世
か
ら

の
因
縁
に
よ
っ
て
す
ぐ
れ
た
善
師
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
善
財
童
子
や
常

啼
菩
薩
・
班
足
王
な
ど
に

じ
よ
う
た
い

も
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
方
便
経
の
師
に
会
い
、
わ
れ
ら
は
真
実
経
の
師
に
会
い
、
彼
ら
は
方
便

経
の
菩
薩
に
会
い
、
わ
れ
ら
は
真
実
経
の
仏
・
菩
薩
に
会
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

涅
槃
経
に
云
く
、「
法
に
依
り
て
人
に
依
ら
ざ
れ
、
智
に
依
り
て
識
に
依
ら
ざ
れ
」
と
〈
已
上
〉。「
法
に

依
る
」
と
云
う
は
、
法
華
・
涅
槃
の
常
住
の
法
な
り
。「
人
に
依
ら
ざ
れ
」
と
は
、
法
華
・
涅
槃
に
依
ら
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ざ
る
人
な
り
。
た
と
い
仏
・
菩
薩
た
り
と
い
え
ど
も
、
法
華
・
涅
槃
に
依
ら
ざ
る
仏
・
菩
薩
は
善
知
識
に

あ
ら
ず
。
い
わ
ん
や
、
法
華
・
涅
槃
に
依
ら
ざ
る
論
師
・
訳
者
・
人
師
に
お
い
て
を
や
。「
智
に
依
る
」

と
は
仏
に
依
り
、「
識
に
依
ら
ざ
れ
」
と
は
等
覚
已
下
な
り
。

い

げ

涅
槃
経
の
如
来
性
品
に
「
法
に
依
っ
て
人
に
依
る
な
、
智
に
依
っ
て
識
に
依
る
な
」
と
あ
る
。
こ
の
「
法
に
依

れ
」
と
い
う
の
は
法
華
経
・
涅
槃
経
の
常
住
仏
性
を
説
く
教
法
で
あ
る
。「
人
に
依
る
な
」
と
い
う
の
は
法
華
経

・
涅
槃
経
を
信
じ
な
い
人
に
は
依
る
な
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
仏
・
菩
薩
で
あ
っ
て
も
、
法
華
経
・
涅

槃
経
に
依
ら
な
い
仏
・
菩
薩
な
ら
ば
、
末
法
の
人
び
と
に
と
っ
て
の
真
実
の
善
師
で
は
な
い
。
ま
し
て
法
華
経

・
涅
槃
経
を
信
じ
な
い
滅
後
の
論
師
・
訳
者
・
人
師
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
智
に
依
れ
」
と
は
仏

の
智
恵
に
依
る
こ
と
で
あ
る
。「
識
に
依
る
な
」
と
は
等
覚
以
下
の
菩
薩
た
ち
の
考
え
を
信
ず
る
な
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

今
の
世
の
世
間
の
道
俗
、
源
空
の
謗
法
の
失
を
隠
さ
ん
が
た
め
に
、
徳
を
天
下
に
挙
げ
て
権
化
な
り
と
称

と
が

ご

ん

け

す
。
依
用
す
べ
か
ら
ず
。
外
道
は
五
通
を
得
て
、
能
く
山
を
傾
け
海
を
竭
す
と
も
、
神
通
な
き
阿
含
経
の

え

よ

う

げ

ど

う

つ
く

じ
ん
ず
う

あ

ご

ん

凡
夫
に
及
ば
ず
。
羅
漢
を
得
て
六
通
を
現
ず
る
二
乗
は
、
華
厳
・
方
等
・
般
若
の
凡
夫
に
及
ば
ず
。
華
厳

ら

か

ん

・
方
等
・
般
若
の
等
覚
の
菩
薩
も
、
法
華
経
の
名
字
・
観
行
の
凡
夫
に
及
ば
ず
。
た
と
い
神
通
・
智
慧

み
よ
う
じ

か
ん
ぎ
よ
う

あ
り
と
い
え
ど
も
、
権
教
の
善
知
識
を
ば
用
う
べ
か
ら
ず
。

ご
ん
き
よ
う

線
　六通　　六神通（じんずう）のこと。仏や菩薩などがもつ六種の不思議な能力をいう。天眼（てんげん）通（あらゆるものを見通す）。天耳（てんに）通（あらゆる音を聴く）。他心通（他人の考えがわかる）。宿命（しゆくみよう）通（過去世の生涯がわかる）。神足通（自由自在な飛行・変身）。漏尽（ろじん）通（すべての煩悩を断じ尽くす）。この中、漏尽通を除く他を五通（神通）という。

線
名字・観行　　天台大師が立てた法華円教の菩薩が修行する六つの階位（六即（ろくそく））の中の第二の名字即と第三の観行即のこと。名字即は経巻や善知識に従って法華経の名字を聞き、信順するに至った位。観行即は所聞の仏法を体得するため実践修行する位で、教理と自己の智恵が相応一致し修行に励む位。日蓮聖人は、六即の階位を経ないで、妙法五字の題目を信じ唱えたとき、ただちに成仏を決定する名字即成仏を説く。
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い
ま
末
代
の
世
間
の
出
家
・
在
家
の
人
び
と
は
、
源
空
の
謗
法
の
罪
を
隠
そ
う
と
し
て
、
そ
の
高
徳
を
天
下
に

言
い
ふ
ら
し
て
勢
至
菩
薩
の
権
化
で
あ
る
な
ど
と
い
う
が
、
決
し
て
そ
の
言
を
信
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
イ
ン

せ
い

し

ド
の
外
道
は
天
眼
・
天
耳
・
他
心
・
宿

命
・
神
足
の
五
神
力
を
得
て
、
山
を
傾
け
た
り
海
水
を
干
し
た
り
す

て
ん
げ
ん

て
ん
に

し
ゆ
く
み
よ
う

る
け
れ
ど
も
、
何
の
神
通
力
も
な
い
小
乗
阿
含
経
の
凡
夫
よ
り
も
劣
っ
て
い
る
。
ま
た
小
乗
経
に
よ
っ
て
阿
羅

漢
と
な
り
六
神
通
力
を
得
た
二
乗
も
、
華
厳
・
方
等
・
般
若
の
方
便
大
乗
の
凡
夫
に
及
ば
な
い
。
ま
た
華
厳
・

方
等
・
般
若
の
方
便
大
乗
の
等
覚
の
菩
薩
も
、
真
実
大
乗
た
る
法
華
経
の
名
字
即
や
観
行
即
の
凡
夫
に
は
及
ば
な
い
。

ゆ
え
に
た
と
え
神
通
力
や
智
恵
を
具
え
て
い
て
も
、
方
便
経
を
信
ず
る
人
を
師
と
仰
ぎ
信
じ
て
は
な
ら
な
い
。

我
等
常
没
の
一
闡
提
の
凡
夫
、
法
華
経
を
信
ぜ
ん
と
欲
す
る
は
、
仏
性
を
顕
わ
さ
ん
が
た
め
の
先
表
な

わ

れ

ら

じ
よ
う
も
つ

い
つ
せ
ん
だ
い

ぼ

ん

ぶ

ぶ
つ
し
よ
う

せ
ん
ぴ
よ
う

り
。
故
に
妙
楽
大
師
の
云
く
、「
内
薫
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は
何
ぞ
よ
く
悟
り
を
生
ぜ
ん
。
故
に
知
ん
ぬ
、

な
い
く
ん

悟
り
を
生
ず
る
力
は
真
如
に
あ
り
。
故
に
冥
薫
を
も
つ
て
外
護
と
な
す
な
り
」
と
〈
已
上
〉。

し
ん
に
よ

み
よ
う
く
ん

げ

ご

わ
れ
ら
の
よ
う
な
常
に
生
死
の
苦
海
に
沈
み
、
断
善
根
の
一
闡
提
の
末
世
の
凡
夫
が
法
華
経
を
信
じ
よ
う
と
す

る
の
は
、
仏
と
し
て
の
本
性
の
顕
わ
れ
る
前
兆
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
妙
楽
大
師
は
摩
訶
止
観
弘
決
第
四
巻
に

「
衆
生
の
心
の
内
の
仏
性
が
だ
ん
だ
ん
と
現
わ
れ
て
心
の
全
体
に
及
ぶ
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
仏
に
成

れ
よ
う
。
成
仏
は
各
自
の
心
の
内
の
真
如
仏
性
の
不
思
議
な
働
き
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
今
は
こ
の

真
如
仏
性
の
不
思
議
な
力
を
外
護
の
師
と
い
う
」
と
説
い
て
い
る
。

法
華
経
よ
り
外
の
四
十
余
年
の
諸
経
に
は
、
十
界
互
具
な
し
。
十
界
互
具
を
説
か
ざ
れ
ば
、
内
心
の
仏
界

じ
つ
か
い

ご

ぐ
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を
知
ら
ず
。
内
心
の
仏
界
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
外
の
諸
仏
も
顕
わ
れ
ず
。
故
に
四
十
余
年
の
権
行
の
者
は

ご
ん
ぎ
よ
う

仏
を
見
ず
。
た
と
い
仏
を
見
る
と
い
え
ど
も
、
他
仏
を
見
る
な
り
。
二
乗
は
自
ら
の
仏
を
見
ず
、
故
に
成

仏
な
し
。
爾
前
の
菩
薩
も
ま
た
、
自
身
の
十
界
互
具
を
見
ざ
れ
ば
、
二
乗
界
の
成
仏
を
見
ず
。
故
に

に

ぜ

ん

衆
生
無
辺
誓
願
度
の
願
も
満
足
せ
ず
。
故
に
菩
薩
も
仏
を
見
ず
。
凡
夫
も
ま
た
十
界
互
具
を
知
ら
ざ
る

し
ゆ
じ
よ
う

む

へ

ん

せ

い

が

ん

ど

が
故
に
、
自
身
の
仏
界
を
顕
わ
さ
ず
。
故
に
阿
弥
陀
如
来
の
来
迎
も
な
く
、
諸
仏
如
来
の
加
護
も
な
し
。

あ
ら

ら
い
ご
う

か

ご

譬
え
ば
盲
人
の
自
身
の
影
を
見
ざ
る
が
ご
と
し
。

法
華
経
以
外
の
四
十
余
年
の
諸
経
に
は
十
界
互
具
を
説
か
な
い
。
十
界
互
具
を
説
か
な
い
か
ら
自
分
の
内
心
に

仏
界
が
具
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。
自
分
の
内
心
の
仏
界
を
知
ら
な
い
か
ら
他
の
仏
と
い
う
も
の
も
わ

そ
な

か
ら
な
い
。
ゆ
え
に
法
華
経
以
前
の
四
十
余
年
の
方
便
教
の
行
者
は
仏
を
見
な
い
者
で
あ
る
。
た
と
え
仏
を
見

た
と
し
て
も
そ
れ
は
他
土
他
方
の
仏
で
あ
っ
て
、
本
当
の
仏
を
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
声
聞
・
縁
覚
の
二
乗

は
自
分
の
内
心
に
仏
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
成
仏
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
華
経
以
前
の
四
十
余
年

の
方
便
経
の
菩
薩
も
ま
た
自
身
に
十
界
が
具
わ
っ
て
い
る
と
い
う
十
界
互
具
の
道
理
を
知
ら
な
い
か
ら
二
乗
の

成
仏
を
否
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
菩
薩
の
総
願
で
あ
る
四
弘
誓
願
の
一
つ
で
あ
る
「
一
切
の
衆
生
を
す
べ
て
救

し
ぐ
せ
い
が
ん

済
せ
ん
」
と
い
う
誓
願
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
達
成
し
な
い
か
ら
菩
薩
も
ま
た
自
身
に
具
わ
っ
て
い

る
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
凡
夫
も
ま
た
十
界
互
具
の
道
理
を
知
ら
な
い
か
ら
、
自
身
の
内
に

あ
る
仏
界
が
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
臨
終
の
時
に
阿
弥
陀
如
来
の
来
迎
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
諸
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仏
如
来
を
頼
ん
で
も
そ
の
加
護
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
目
の
見
え
な
い
人
が
自
分
の
影
を
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

今
法
華
経
に
至
り
て
、
九
界
の
仏
界
を
開
く
が
故
に
、
四
十
余
年
の
菩
薩
・
二
乗
・
六
凡
、
始
め
て
自
身

く

か

い

ろ
く
ぼ
ん

の
仏
界
を
見
る
。
こ
の
時
こ
の
人
の
前
に
、
始
め
て
仏
・
菩
薩
・
二
乗
を
立
つ
。
こ
の
時
に
二
乗
・
菩
薩

始
め
て
成
仏
し
、
凡
夫
始
め
て
往
生
す
。
こ
の
故
に
在
世
・
滅
後
の
一
切
衆
生
の
誠
の
善
知
識
は
、
法
華

経
こ
れ
な
り
。
常
途
の
天
台
宗
の
学
者
は
、
爾
前
に
お
い
て
当
分
の
得
道
を
許
せ
ど
も
、
自
義
に
お
い
て

じ
よ
う
ず

と
う
ぶ
ん

と
く
ど
う

は
な
お
当
分
の
得
道
を
許
さ
ず
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
、
こ
の
書
に
お
い
て
は
そ
の
義
を
尽
さ
ず
。
略
し

て
こ
れ
を
記
す
。
追
つ
て
こ
れ
を
記
す
べ
し
。

い
ま
法
華
経
に
来
て
は
じ
め
て
九
界
に
も
仏
界
が
具
わ
る
こ
と
を
開
示
す
る
の
で
、
四
十
余
年
の
方
便
経
を
聞

い
て
き
た
菩
薩
も
二
乗
も
六
道
の
凡
夫
も
、
こ
の
時
は
じ
め
て
自
身
の
内
心
の
仏
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。
こ
の
時
は
じ
め
て
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
真
実
の
仏
・
真
実
の
菩
薩
・
真
実
の
二
乗
と
な
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
、
二
乗
も
菩
薩
も
は
じ
め
て
成
仏
し
、
凡
夫
も
は
じ
め
て
往
生
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
仏
の
在
世
で
も
滅
後
で
も
、
一
切
衆
生
の
真
実
の
善
師

は
法
華
経
で
あ
る
。
天
台
宗
の
一
般
の
学
者
た
ち
は
、
法
華
経
以
前
の
四
十
余
年
の
諸
経
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ

れ
の
分
に
応
じ
た
覚
り
の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
け
れ
ど
も
、
余
日
蓮
は
当
分
の
得
道
を
認
め
な
い
。
し
か
し
、

ぶ
ん
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こ
の
書
で
は
そ
の
問
題
を
く
わ
し
く
述
べ
る
余
裕
は
な
い
か
ら
、
略
し
て
記
し
て
お
き
、
追
っ
て
く
わ
し
く
述

べ
る
で
あ
ろ
う
。

大
文
の
第
六
に
、
法
華
・
涅
槃
に
依
る
行
者
の
用
心
を
明
か
さ
ば
、
一
代
教
門
の
勝
劣
・
浅
深
・
難
易

し
よ
う
れ
つ

せ
ん
じ
ん

な

ん

い

等
に
お
い
て
は
、
先
の
段
に
す
で
に
こ
れ
を
出
す
。
こ
の
一
段
に
お
い
て
は
、
一
向
に
後
世
を
念
う
末
代

い
だ

ご

せ

お
も

常
没
の
五
逆
・
謗
法
・
一
闡
提
等
の
愚
人
の
た
め
に
こ
れ
を
注
す
。
略
し
て
三
あ
り
。
一
に
は
、
在
家

じ
よ
う
も
つ

ぐ

に

ん

ざ

い

け

の
諸
人
、
正
法
を
護
持
す
る
を
も
つ
て
生
死
を
離
る
べ
く
、
悪
法
を
持
つ
に
依
り
て
三
悪
道
に
堕
つ
る

し
よ
う
ぼ
う

ご

じ

た
も

さ
ん
な
く
ど
う

お

こ
と
を
明
か
し
、
二
に
は
、
た
だ
法
華
経
の
名
字
計
り
を
唱
え
て
、
三
悪
道
を
離
る
べ
き
こ
と
を
明
か
し
、

み
よ
う
じ
ば
か

三
に
は
、
涅
槃
経
は
法
華
経
の
た
め
の
流
通
と
成
る
こ
と
を
明
か
す
。

な

大
文
の
第
六
に
、
法
華
経
・
涅
槃
経
を
修
行
す
る
行
者
の
心
得
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
仏
一
代
の
教
法
の
勝

劣
・
浅
深
、
修
行
の
難
易
な
ど
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
説
い
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
一
段
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
死

後
の
安
心
を
願
う
末
代
の
常
に
生
死
の
苦
海
に
沈
ん
で
浮
か
ぶ
こ
と
の
な
い
五
逆
や
謗
法
の
罪
を
犯
し
た
者
、

極
悪
の
一
闡
提
の
者
な
ど
の
、
救
済
が
困
難
な
愚
か
な
者
の
た
め
に
注
記
す
る
。
こ
れ
に
三
つ
あ
る
。
第
一
に

は
在
家
の
信
者
が
正
法
を
護
持
す
れ
ば
生
死
の
苦
を
離
れ
、
悪
法
を
持
て
ば
三
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
を
明
か
し
、

第
二
に
は
法
華
経
の
題
目
を
唱
え
る
だ
け
で
三
悪
道
を
離
れ
る
功
徳
の
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
第
三
に
は
涅
槃

経
は
法
華
経
を
流
通
す
る
た
め
の
経
典
で
あ
る
こ
と
を
明
か
そ
う
。
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第
一
に
、在
家
の
諸
人
、正
法
を
護
持
す
る
を
も
つ
て
生
死
を
離
る
べ
く
、悪
法
を
持
つ
に
依
り
て
三
悪
道

し
よ
う
ぼ
う

ご

じ

し
よ
う

じ

さ
ん
な
く
ど
う

に
堕
つ
る
こ
と
を
明
か
さ
ば
、
涅
槃
経
第
三
に
云
く
、「
仏
、
迦
葉
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
能
く
正
法
を
護

お

か
し
よ
う

よ

持
す
る
因
縁
を
も
つ
て
の
故
に
、
こ
の
金
剛
身
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
り
」
と
。
ま
た
云
く
、「
時
に

い
ん
ね
ん

こ
ん
ご
う
し
ん

国
王
あ
り
、
名
を
有
徳
と
曰
う
。
乃
至
、
法
を
護
ら
ん
が
た
め
の
故
に
、
乃
至
、
こ
の
破
戒
の
諸
の
悪
比

う

と

く

い

丘
と
極
め
て
共
に
戦
闘
す
。
乃
至
、
王
こ
の
時
に
お
い
て
、
法
を
聞
く
こ
と
を
得
已
り
て
心
大
に
歓
喜
し
、

き
わ

お
わ

つ
い
で
す
な
わ
ち
命

終
し
て
阿
閦
仏
の
国
に
生
ず
」
と
〈
已
上
〉。
こ
の
文
の
ご
と
く
ん
ば
、
在
家
の

み
よ
う
じ
ゆ
う

あ
し
ゆ
く
ぶ
つ

諸
人
、
別
の
智
行
な
し
と
い
え
ど
も
、
謗
法
の
者
を
対
治
す
る
功
徳
に
依
り
て
、
生
死
を
離
る
べ
き
な
り
。

第
一
に
は
、
在
家
の
信
者
は
正
法
を
護
持
す
れ
ば
生
死
の
苦
を
離
れ
、
悪
法
を
信
ず
れ
ば
三
悪
道
に
堕
ち
る
こ

と
を
説
明
し
よ
う
。
涅
槃
経
の
第
三
巻
の
金
剛
身
品
に
「
仏
が
迦
葉
の
問
い
に
答
え
て
い
わ
れ
る
に
は
、
私
は

前
世
に
よ
く
正
法
を
護
持
し
た
功
徳
に
よ
っ
て
、
金
剛
の
よ
う
に
常
住
で
破
れ
る
こ
と
の
な
い
こ
の
身
を
得
た
」

と
あ
る
。
ま
た
次
に
そ
の
故
事
を
説
い
て
「
あ
る
時
、
国
王
が
い
て
名
を
有
徳
と
い
っ
た
。（
中
略
）
正
法
を
護

る
た
め
に
（
中
略
）
破
戒
の
多
く
の
悪
僧
た
ち
と
力
を
尽
く
し
て
闘
っ
た
。（
中
略
）
有
徳
王
は
傷
つ
き
倒
れ
た

が
、
覚
徳
比
丘
の
説
法
を
聞
い
て
大
い
に
喜
ん
で
、
死
ん
だ
後
に
東
方
の
阿
閦
仏
の
国
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で

あ
し
ゆ
く
ぶ
つ

き
た
」
と
あ
る
。
こ
の
経
文
に
よ
れ
ば
、
在
家
の
信
者
た
ち
は
特
別
の
智
恵
や
修
行
を
し
な
く
て
も
、
謗
法
の

者
を
対
治
す
れ
ば
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
生
死
の
苦
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

線
有徳（得）王　　釈尊の本生譚（ほんじようたん）（過去世の因縁談）の一つで、涅槃経金剛身（こんごうしん）品に説かれる。正法を弘通する覚徳（かくとく）比丘を護って殉教戦死した王。日蓮聖人は仙予王の故事とともに正法護持・謗法対治の典型として高く評価し、謗法断罪の論拠とし、自らの折伏逆化の実践を支える経証とした。

線
阿閦仏　　梵語アクショービヤの音写で、不動・無動と訳す。阿閦仏国経などでは東方にある阿毘羅提（あびらだい）（妙喜・善快）国に住し、説法するという。法華経化城喩品（けじようゆほん）では前生は大通智勝仏の十六王子の第一子で、東方に成仏し法華経を説法するという。涅槃経では歓喜仏の末世に殉教した有徳（うとく）王が阿閦の国に生じたと説く。密教では金剛界の五仏の一で大円鏡智発菩提心門を表す。日蓮聖人が立正安国論などに引用するのは涅槃経の記述。
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問
う
て
云
く
、
在
家
の
諸
人
の
仏
法
を
護
持
す
べ
き
様
如
何
。

ざ

い

け

よ
う

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
在
家
の
信
者
た
ち
が
仏
法
を
護
持
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

答
え
て
曰
く
、
涅
槃
経
に
云
く
、「
も
し
衆
生
あ
り
て
財
物
に
貪
著
せ
ば
、
我
ま
さ
に
財
を
施
し
て
、
し

い
わ

し
ゆ
じ
よ
う

ざ
い
も
つ

と
ん
じ
や
く

わ
れ

ほ
ど
こ

か
し
て
後
に
こ
の
大
涅
槃
経
を
も
つ
て
こ
れ
を
勧
め
て
読
ま
し
む
べ
し
。
乃
至
、
先
に
愛
語
を
も
つ
て
こ

す
す

さ
き

あ

い

ご

の
意
に
随
い
、
し
か
し
て
後
漸
く
ま
さ
に
こ
の
大
乗
大
涅
槃
経
を
も
つ
て
、
こ
れ
を
勧
め
て
読
ま
し
む

こ
こ
ろ

の
ち

べ
し
。
も
し
凡
蛹
の
者
に
は
、
ま
さ
に
威
勢
を
も
つ
て
こ
れ
に
逼
り
て
読
ま
し
む
べ
し
。
も
し
躁

慢
の
者

ぼ
ん
し
よ

い

せ

い

せ
ま

き
よ
う
ま
ん

に
は
、
我
ま
さ
に
そ
れ
が
た
め
に
僕
使
と
な
り
て
そ
の
意
に
随
順
し
、
そ
れ
を
し
て
歓
喜
せ
し
む
べ
し
。

わ
れ

ぼ

く

し

こ
こ
ろ

ず
い
じ
ゆ
ん

し
か
し
て
後
に
、
ま
た
ま
さ
に
大
涅
槃
を
も
つ
て
こ
れ
を
教
導
す
べ
し
。
も
し
大
乗
経
を
誹
謗
す
る
者
あ

ひ

ほ

う

ら
ば
、
ま
さ
に
勢
力
を
も
つ
て
こ
れ
を
摧
き
て
伏
せ
し
め
、
す
で
に
摧
伏
し
已
り
て
、
し
か
し
て
後
に
勧

せ
い
り
き

く
だ

ふ
く

さ
い
ぷ
く

お
わ

す
す

め
て
大
涅
槃
を
読
ま
し
む
べ
し
。
も
し
大
乗
経
を
愛
楽
す
る
者
あ
ら
ば
、
我
躬
ら
ま
さ
に
往
き
て
恭
敬

あ
い
ぎ
よ
う

わ
れ
み
ず
か

ゆ

く
ぎ
よ
う

し
供
養
し
尊
重
し
讃
歎
す
べ
し
」
と
〈
已
上
〉。

そ
ん
じ
ゆ
う

さ
ん
だ
ん

答
え
て
い
う
、
涅
槃
経
の
聖
行
品
に
「
衆
生
の
う
ち
財
物
を
欲
し
が
る
者
に
は
、
わ
れ
は
ま
ず
財
物
を
与
え
て

そ
の
欲
を
満
足
さ
せ
て
か
ら
、
こ
の
大
涅
槃
経
を
勧
め
て
読
ま
せ
る
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
高
貴
の
者
に
は
、
ま

ず
や
さ
し
い
言
葉
で
そ
の
者
を
喜
ば
せ
て
お
い
て
、
そ
の
後
に
次
第
に
こ
の
大
乗
涅
槃
経
を
勧
め
て
読
ま
せ
る
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で
あ
ろ
う
。
ま
た
ご
く
平
凡
な
庶
民
に
は
威
力
を
も
っ
て
無
理
に
で
も
こ
れ
を
読
ま
せ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
慢

心
の
者
に
は
、
わ
れ
は
ま
ず
下
僕
と
な
っ
て
そ
の
心
に
随
い
喜
ば
せ
て
か
ら
、
こ
の
大
涅
槃
経
を
説
い
て
教
え

導
く
で
あ
ろ
う
。
ま
た
大
乗
経
を
誹
謗
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
勢
力
を
も
っ
て
そ
の
心
を
摧
い
て
屈
伏
さ
せ
、
そ

く
だ

の
後
に
勧
め
て
大
涅
槃
経
を
読
ま
せ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
大
乗
経
を
愛
し
願
う
者
に
は
、
わ
れ
は
自
ら
行
っ
て

こ
の
人
を
礼
拝
し
て
供
養
し
尊
重
し
讃
歎
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
説
い
て
い
る
。

問
う
て
云
く
、
今
の
世
の
道
俗
、
偏
に
選
択
集
に
執
し
て
、
法
華
・
涅
槃
に
お
い
て
は
自
身
不
相
応
の
念

ど
う
ぞ
く

ひ
と
え

じ

し

ん

ふ
そ
う
お
う

ね
ん

を
な
す
の
間
、
護
惜
建
立
の
心
な
し
。
た
ま
た
ま
邪
義
の
由
を
称
す
る
人
あ
ら
ば
、
念
仏
誹
謗
の
者
と

ご
し
や
く
こ
ん
り
ゆ
う

よ
し

ね
ん
ぶ
つ

ひ

ほ

う

称
し
て
悪
名
を
天
下
に
雨
す
。
こ
れ
ら
は
如
何
。

あ
く
み
よ
う

ふ
ら

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
今
の
世
の
出
家
・
在
家
は
も
っ
ぱ
ら
選
択
集
に
執
着
し
て
、
法
華
経
・
涅
槃
経
を
自
分
に
は
合

わ
な
い
教
え
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
護
持
し
興
隆
さ
せ
よ
う
と
い
う
志
が
な
い
。
た
ま
た
ま
選

択
集
は
謗
法
の
邪
義
で
あ
る
こ
と
を
説
く
人
が
あ
れ
ば
、
念
仏
を
誹
謗
す
る
者
で
あ
る
と
い
っ
て
、
そ
の
人
の

悪
口
を
天
下
に
言
い
ふ
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
。

答
え
て
曰
く
、
自
答
を
存
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
仏
自
ら
こ
の
事
を
記
し
て
云
く
、
仁
王
経
に
云
く
、「
大

い
わ

じ

と

う

み
ず
か

き

に
ん
の
う

王
、
我
が
滅
度
の
後
、
未
来
世
の
中
の
四
部
の
弟
子
、
諸
の
小
国
の
王
・
太
子
・
王
子
、
す
な
わ
ち
こ

も
ろ
も
ろ

れ
住
持
し
て
三
宝
を
護
ら
ん
者
、
転
た
更
に
三
宝
を
滅
破
せ
ん
こ
と
、
師
子
の
身
中
の
虫
の
自
ら
師
子
を

じ
ゆ
う
じ

さ
ん
ぼ
う

う
た

め

つ

ぱ
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食
う
が
ご
と
く
な
ら
ん
。
外
道
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
多
く
我
が
仏
法
を
壊
り
、
大
罪
過
を
得
ん
。
正

教
衰
薄

く
ら

げ

ど

う

や
ぶ

だ
い
ざ
い

か

し
よ
う
ぎ
よ
う
す
い
は
く

し
、
民
に
正

行
な
く
、
漸
く
悪
を
な
す
を
も
つ
て
、
そ
の
寿
日
に
減
じ
て
百
歳
に
至
ら
ん
。
人
仏
教
を
壊

し
よ
う
ぎ
よ
う

い
の
ち

や
ぶ

ら
ば
ま
た
孝
子
な
く
、
六
親
不
和
に
し
て
天
神
も
祐
け
ず
。
疾
疫
悪
鬼
、
日
に
来
り
て
侵
害
し
、
災
怪
首
尾

た
す

し
つ
え
き

あ

つ

き

き
た

さ

い

け

し

ゆ

び

し
、
連
禍
縦
横
し
、
死
し
て
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
に
入
ら
ん
」
と
。

れ

ん

か
じ
ゆ
う
お
う

じ

ご

く

が

き

ち
く
し
よ
う

い

答
え
て
い
う
、
こ
の
こ
と
は
重
大
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
私
の
言
葉
で
答
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
仏
が
こ
れ
に

つ
い
て
説
か
れ
た
経
文
を
示
そ
う
。
仁
王
経
嘱
累
品
に
「
大
王
よ
、
わ
が
滅
度
の
後
、
未
来
の
世
に
僧
尼
や
信

者
の
男
女
の
弟
子
や
、
も
ろ
も
ろ
の
小
国
の
王
や
太
子
・
王
子
な
ど
の
、
仏
法
僧
の
三
宝
を
信
じ
護
ら
ね
ば
な

ら
な
い
者
が
、
か
え
っ
て
三
宝
を
破
滅
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
獅
子
の
身
中
の
虫
が
み
ず
か
ら
獅
子
を
食
う

に
似
て
い
る
。
わ
が
仏
法
を
破
壊
す
る
者
は
外
道
で
は
な
く
、
仏
弟
子
の
中
か
ら
現
わ
れ
て
、
わ
が
仏
法
を
破

壊
し
大
罪
を
犯
す
で
あ
ろ
う
。
正
法
は
衰
え
滅
び
て
、
人
民
に
正
し
い
行
な
い
は
な
く
な
り
、
次
第
に
悪
行
を

に
ん
み
ん

重
ね
る
よ
う
に
な
り
、
人
び
と
の
寿
命
は
日
々
に
減
じ
て
百
歳
以
上
生
き
る
者
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
人
び
と
は
仏
法
を
破
壊
し
て
、
孝
子
は
な
く
な
り
、
父
母
・
兄
弟
・
妻
子
の
六
親
の
仲
は
不
和
と

な
り
、
天
の
神
々
も
こ
れ
を
助
け
ず
、
疫
病
は
流
行
し
、
悪
鬼
は
毎
日
の
よ
う
に
来
た
っ
て
人
び
と
を
侵
し
害

し
、
怪
し
い
こ
と
は
続
き
、
禍
は
絶
え
間
な
く
起
こ
り
、
死
ん
で
後
は
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
に
堕
ち
る
で
あ
ろ

う
」
と
あ
る
。

ま
た
次
下
に
云
く
、「
大
王
、
未
来
世
の
中
の
諸
の
小
国
の
王
、
四
部
の
弟
子
、
自
ら
こ
の
罪
を
作
る
は

つ
ぎ
し
も
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破
国
の
因
縁
な
り
。
乃
至
、
諸
の
悪
比
丘
、
多
く
名
利
を
求
め
、
国
王
・
太
子
・
王
子
の
前
に
お
い
て
、

自
ら
破
仏
法
の
因
縁
・
破
国
の
因
縁
を
説
か
ん
。
そ
の
王
別
え
ず
し
て
こ
の
語
を
信
聴
し
、
乃
至
、
そ

わ
き
ま

こ
と
ば

し
ん
ち
よ
う

の
時
に
当
り
て
正
法
ま
さ
に
滅
せ
ん
と
し
て
久
し
か
ら
ず
」
と
〈
已
上
〉。

あ
た

し
よ
う
ぼ
う

ま
た
次
の
文
に
「
大
王
よ
、
未
来
の
世
に
も
ろ
も
ろ
の
小
国
の
王
や
僧
尼
や
信
者
の
男
女
の
弟
子
が
、
自
分
か

ら
仏
法
を
誤
り
信
ず
る
と
い
う
罪
を
作
る
の
は
国
の
滅
び
る
原
因
で
あ
る
。（
中
略
）
も
ろ
も
ろ
の
悪
僧
た
ち
は

自
分
の
名
誉
や
利
欲
の
た
め
に
、
国
王
や
太
子
・
王
子
の
前
で
、
仏
法
を
破
壊
し
国
を
滅
ぼ
す
原
因
と
な
る
悪

法
を
説
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
王
は
正
邪
の
分
別
が
な
く
て
、
悪
僧
た
ち
の
間
違
っ
た
言
葉
を
信
じ
て

聴
き
い
れ
、（
中
略
）
こ
の
時
、
正
法
は
滅
び
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。

余
、
選
択
集
を
見
る
に
、
あ
え
て
こ
の
文
の
未
来
記
に
違
わ
ず
。
選
択
集
は
法
華
・
真
言
等
の
正
法
を

よ

も
ん

し
よ
う
ぼ
う

定
め
て
雑
行
・
難
行
と
云
い
、
末
代
の
我
等
に
お
い
て
は
時
機
相
応
せ
ず
、
こ
れ
を
行
ず
る
者
は
千
が

ぞ
う
ぎ
よ
う

な
ん
ぎ
よ
う

わ

れ

ら

中
に
一
も
な
く
、
仏
還
り
て
法
華
等
を
説
き
た
も
う
と
い
え
ど
も
、
法
華
・
真
言
の
諸
行
の
門
を
閉
じ
て
、

念
仏
の
一
門
を
開
く
。

余
日
蓮
が
い
ま
選
択
集
を
見
る
に
、
す
べ
て
こ
の
仁
王
経
の
未
来
記
の
文
に
符
合
し
て
、
少
し
も
違
う
こ
と
は

な
い
。
選
択
集
は
法
華
や
真
言
な
ど
の
正
法
を
難
行
道
・
雑
行
と
定
め
て
、
末
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
時
も
機
根

も
合
わ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
修
行
し
て
も
千
人
に
一
人
も
往
生
す
る
者
は
な
い
と
い
っ
て
、
仏
が
最
後
に
法
華

線
未来記　　未来のことを予想し予言した経典や文書などのこと。日蓮聖人は法華経および末法の様相を説いている大集経・（だいしつきよう）仁王経などの諸経典を未来記とし、さらに天台・妙楽・伝教などの先師の著書も未来記としている。とくに法華経勧持品（かんじほん）の二十行の偈と薬王品の広宣流布の文は、聖人の弘経活動を支えた仏の未来記であった。また立正安国論は聖人の未来記である。
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経
を
説
か
れ
て
念
仏
な
ど
の
方
便
教
を
廃
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
源
空
は
逆
に
法
華
や
真
言
な
ど
の
も
ろ

も
ろ
の
修
行
の
門
を
閉
じ
て
念
仏
の
一
門
だ
け
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

末
代
に
お
い
て
こ
れ
を
行
ず
る
者
は
群
賊
等
と
定
め
、
当
世
の
一
切
の
道
俗
に
お
い
て
こ
の
書
を
信
ぜ
し

ぐ
ん
ぞ
く

と
う
せ
い

め
、
こ
の
義
を
も
つ
て
如
来
の
金
言
と
思
わ
し
む
。
こ
の
故
に
世
間
の
道
俗
は
仏
法
建
立
の
意
な
く
、

き
ん
げ
ん

こ
こ
ろ

法
華
・
真
言
の
正
法
の
法
水
忽
ち
に
竭
き
、
天
人
減
少
し
て
三
悪
日
に
増
長
す
。
偏
に
選
択
集
の
悪
法

し
よ
う
ぼ
う

ほ
う
す
い
た
ち
ま

つ

て
ん
に
ん

さ
ん
な
く

に
催
さ
れ
て
起
す
所
の
邪
見
な
り
。

も
よ
お

そ
し
て
末
代
に
法
華
な
ど
の
修
行
を
す
る
者
は
群
賊
で
あ
る
と
定
め
、
今
の
世
の
一
切
の
出
家
・
在
家
に
選
択

集
を
信
じ
さ
せ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
仏
の
真
実
の
言
葉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
世
間

の
出
家
も
在
家
も
仏
法
を
護
持
し
興
隆
さ
せ
よ
う
と
い
う
心
を
失
い
、
法
華
や
真
言
の
正
法
の
水
は
た
ち
ま
ち

に
渇
れ
尽
き
て
、
諸
天
善
神
は
次
第
に
そ
の
数
が
減
っ
て
、
三
悪
道
の
悪
行
は
日
々
に
増
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
も
す
べ
て
選
択
集
の
悪
法
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
し
た
邪
見
で
あ
る
。

こ
の
経
文
に
仏
記
し
て
「
我
が
滅
度
の
後
」
と
云
え
る
は
、
正
法
の
末
八
十
年
、
像
法
の
末
八
百
年
、
末
法

き

の
ち

し
よ
う
ぼ
う

す
え

ぞ
う
ぼ
う

ま
つ
ぽ
う

の
末
八
千
年
な
り
。
選
択
集
の
出
た
る
時
は
、
像
法
の
末
、
末
法
の
始
な
れ
ば
、
八
百
年
の
内
な
り
。
仁
王

い
で

は
じ
め

に
ん
の
う

経
に
記
す
る
所
の
時
節
に
当
れ
り
。「
諸
の
小
国
の
王
」
と
は
日
本
国
の
王
な
り
。
中
下
品
の
善
と
は

ち
ゆ
う
げ
ぼ
ん

粟
散
王
こ
れ
な
り
。「
師
子
身
中
の
虫
の
ご
と
し
」
と
は
仏
弟
子
の
源
空
こ
れ
な
り
。「
諸
の
悪
比
丘
」

ぞ
く
さ
ん
お
う
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と
は
所
化
の
衆
こ
れ
な
り
。「
破
仏
法
の
因
縁
、
破
国
の
因
縁
を
説
く
」
と
は
、
上
に
挙
ぐ
る
所
の
選
択

し
ゆ

か
み

あ

集
の
語
こ
れ
な
り
。「
そ
の
王
、
別
え
ず
し
て
こ
の
語
を
信
聴
す
」
と
は
、
今
の
世
の
道
俗
の
邪
義
を
弁

ご

わ
き
ま

し
ん
ち
よ
う

わ
き
ま

え
ず
し
て
、
猥
り
に
こ
れ
を
信
ず
る
な
り
。

み
だ

右
に
挙
げ
た
仁
王
経
の
文
に
仏
が
「
わ
が
滅
度
の
後
」
と
記
さ
れ
た
の
は
、
正
法
の
時
代
の
末
の
八
十
年
と
像

法
時
代
の
末
の
八
百
年
と
末
法
時
代
の
末
の
八
千
年
の
こ
と
で
あ
る
。
選
択
集
が
世
に
出
た
の
は
像
法
の
末
、

末
法
の
始
め
で
あ
る
か
ら
、
像
法
の
末
の
八
百
年
の
う
ち
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
仁
王
経
に
予
言
さ
れ
た
時
節
に

当
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
も
ろ
も
ろ
の
小
国
の
王
」
と
は
日
本
国
の
王
の
こ
と
で
あ
る
。
仁
王
経
の
菩
薩
教

化
品
に
、
前
世
に
十
善
を
修
め
て
国
王
と
生
ま
れ
る
に
も
、
中
品
と
下
品
の
十
善
を
修
し
た
者
は
粟
を
散
ら
し

あ
わ

た
よ
う
な
多
く
の
小
国
の
王
と
な
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
獅
子
の
身
中
の
虫
」
と
あ
る
の
は
、

仏
弟
子
の
姿
を
し
た
源
空
の
こ
と
で
あ
る
。「
も
ろ
も
ろ
の
悪
比
丘
」
と
あ
る
の
は
、
源
空
の
弟
子
た
ち
で
あ
る
。

「
仏
法
を
破
壊
し
国
を
滅
ぼ
す
原
因
と
な
る
悪
法
を
説
く
」
と
あ
る
の
は
、
前
に
挙
げ
た
選
択
集
の
語
を
指
す

の
で
あ
る
。「
そ
の
王
が
善
悪
の
分
別
が
つ
か
ず
悪
僧
た
ち
の
言
葉
を
信
じ
て
聴
き
い
れ
」
と
あ
る
の
は
、
今
の

世
の
出
家
・
在
家
が
正
邪
の
区
別
も
知
ら
な
い
で
、
自
分
勝
手
に
気
ま
ま
に
邪
法
を
信
じ
る
こ
と
を
い
う
の
で

あ
る
。

請
い
願
わ
く
は
、
道
俗
法
の
邪
正
を
分
別
し
て
、
そ
の
後
に
正
法
に
付
い
て
後
世
を
願
え
。
今
度
人
身

こ

ど
う
ぞ
く

の
ち

し
よ
う
ぼ
う

ご

せ

こ
の
た
び
に
ん
し
ん

を
失
い
三
悪
道
に
堕
ち
て
、
後
に
後
悔
す
る
と
も
何
ぞ
及
ば
ん
。

お

の
ち

こ
う
か
い
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ど
う
か
世
間
の
一
切
の
出
家
・
在
家
の
人
び
と
よ
、
仏
法
の
正
邪
を
よ
く
分
別
し
て
、
正
法
を
信
じ
後
世
の
安

心
を
願
う
が
よ
い
。
せ
っ
か
く
に
受
け
が
た
い
人
間
に
生
を
受
け
会
い
が
た
い
仏
法
に
値
い
な
が
ら
、
正
法
を

聞
か
ず
に
邪
法
を
信
じ
て
三
悪
道
に
堕
ち
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
後
悔
し
て
も
も
は
や
取
り
返
し
が
つ
か
な
い

で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
た
だ
法
華
経
の
題
目
許
り
を
唱
え
て
、
三
悪
道
を
離
る
べ
き
こ
と
を
明
か
さ
ば
、
法
華
経
第
五

ば
か

に
云
く
、「
文
殊
師
利
、
こ
の
法
華
経
は
無
量
の
国
の
中
に
お
い
て
、
乃
至
名
字
を
も
聞
く
こ
と
を
得
べ

も
ん
じ
ゆ

し

り

な

い

し

み
よ
う
じ

う

か
ら
ず
」
と
。
第
八
に
云
く
、「
汝
等
た
だ
能
く
法
華
の
名
を
受
持
せ
ん
者
を
擁
護
せ
ん
す
ら
、
福
量
る

な
ん
だ
ち

よ

み
な

お

う

ご

は
か

べ
か
ら
ず
」
と
。
提
婆
品
に
云
く
、「
妙
法
華
経
の
提
婆
達
多
品
を
聞
い
て
、
浄
心
に
信
敬
し
て
、
疑
惑

だ

い

ば

だ

い

ば

だ

つ

た

ほ
ん

し
ん
き
よ
う

ぎ

わ

く

を
生
ぜ
ざ
ら
ん
者
は
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
に
堕
ち
ず
」
と
。
大
般
涅
槃
経
名
字
功
徳
品
に
云
く
、「
も

し
よ
う

じ

ご

く

が

き

ち
く
し
よ
う

お

だ
い
は
つ
ね
は
ん
ぎ
よ
う
み
よ
う
じ
く
ど
く
ほ
ん

し
善
男
子
・
善
女
人
あ
り
て
、
こ
の
経
の
名
を
聞
き
て
悪
趣
に
生
ず
と
い
う
は
、
こ
の
処
あ
る
こ
と
な

ぜ
ん

な

ん

し

ぜ
ん
に
よ
に
ん

あ
く
し
ゆ

こ
と
わ
り

し
」
と
〈
涅
槃
経
は
法
華
経
の
流
通
た
る
が
故
に
こ
れ
を
引
く
〉。

第
二
に
、
法
華
経
の
題
目
を
唱
え
る
だ
け
で
三
悪
道
を
脱
れ
る
功
徳
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
よ
う
。

の
が

法
華
経
第
五
の
巻
の
安
楽
行
品
に
「
文
殊
師
利
よ
、
こ
の
法
華
経
は
無
量
の
国
々
に
お
い
て
も
、
今
ま
で
そ

あ
ん
ら
く
ぎ
よ
う

の
名
前
さ
え
も
聞
く
こ
と
の
な
か
っ
た
値
い
が
た
い
経
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
第
八
巻
の
陀
羅
尼

あ

だ

ら

に

品
に
は
「
汝
ら
は
た
だ
法
華
経
の
題
名
を
信
じ
持
つ
者
を
守
護
す
る
だ
け
で
、
そ
の
得
る
功
徳
は
量
り
知
れ
な

た
も

線
提婆達多品　　法華経第十二章のこと。前半は釈尊に敵対した提婆達多の過去世の本事を説いて、未来成仏の保証を与え、悪人成仏の経力を示す。後半は八歳の竜女が文殊師利菩薩の教化で、法華経による即身成仏の実証を示し、女人成仏の道を開いた。
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い
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
第
五
の
巻
の
提
婆
品
に
は
「
妙
法
華
経
の
提
婆
達
多
品
を
聞
い
て
浄
ら
か
な
心

で
信
じ
敬
っ
て
疑
い
を
起
こ
さ
な
い
者
は
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
三
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
は
な
い
」
と
説
か

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
涅
槃
経
の
名
字
功
徳
品
に
は
「
も
し
善
男
子
善
女
人
が
、
こ
の
経
の
名
を
聞
い
て
信
じ
れ

ば
、
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
は
な
い
」
と
あ
る
〈
涅
槃
経
は
法
華
経
の
功
徳
を
流
通
す
る
経
で
あ
る
か
ら
、
と
く

に
引
用
し
て
唱
題
の
功
徳
の
助
証
と
し
た
の
で
あ
る
〉。

問
う
て
云
く
、
た
だ
法
華
の
題
目
を
聞
く
と
い
え
ど
も
、
解
心
な
く
ば
如
何
に
し
て
三
悪
趣
を
脱
れ
ん
や
。

げ

し

ん

い

か

さ
ん
な
く
し
ゆ

の
が

問
う
て
い
う
、
た
と
え
法
華
経
の
題
目
を
聞
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
を
理
解
で
き
な
け
れ
ば
、
三
悪
道
に

堕
ち
る
こ
と
を
脱
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
が
、
ど
う
か
。

答
え
て
云
く
、
法
華
経
流
布
の
国
に
生
れ
て
、
こ
の
経
の
題
名
を
聞
き
信
を
生
ず
る
は
、
宿
善
の
深
厚

だ
い
み
よ
う

し
ゆ
く
ぜ
ん

じ
ん
こ
う

な
る
に
依
れ
り
。
た
と
い
今
生
は
悪
人
・
無
智
な
り
と
い
え
ど
も
、
必
ず
過
去
の
宿
善
あ
る
が
故
に
、

こ
ん
じ
よ
う

あ
く
に
ん

む

ち

こ
の
経
の
名
を
聞
い
て
信
を
致
す
者
な
り
。
故
に
悪
道
に
堕
ち
ず
。

答
え
て
い
う
、
法
華
経
の
弘
ま
っ
て
い
る
国
に
生
ま
れ
て
、
法
華
経
の
題
目
を
聞
き
、
信
心
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
過
去
世
に
多
く
の
善
根
を
積
ん
だ
功
徳
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
今
生
で
は
末
代

の
悪
人
と
な
り
、
無
智
の
者
と
生
ま
れ
て
も
、
必
ず
過
去
世
に
積
ん
だ
善
根
功
徳
に
よ
っ
て
、
法
華
経
の
題
目

を
聞
い
て
信
心
を
起
こ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
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問
う
て
云
く
、
過
去
の
宿
善
と
は
如
何
。

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
こ
の
人
が
過
去
世
に
善
根
功
徳
を
積
ん
だ
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
、
経
文
の
証

拠
は
あ
る
か
。

答
え
て
曰
く
、
法
華
経
の
第
二
に
云
く
、「
も
し
こ
の
経
法
を
信
受
す
る
こ
と
あ
ら
ん
者
は
、
こ
の
人
は

き
よ
う
ぼ
う

し
ん
じ
ゆ

す
で
に
曾
て
過
去
の
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
、
恭
敬
し
供
養
し
、
ま
た
こ
の
法
を
聞
け
る
な
り
」
と
。
法
師
品

か
つ

く
ぎ
よ
う

く

よ

う

ほ

つ
し
ほ
ん

に
云
く
、「
ま
た
如
来
の
滅
度
の
後
、
も
し
人
あ
り
て
妙
法
華
経
の
乃
至
一
偈
一
句
を
聞
い
て
、
一
念
も

な

い

し

随
喜
せ
ん
者
に
は
、
乃
至
、
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
こ
の
諸
人
等
は
す
で
に
曾
て
十
万
億
の
仏
を
供
養
せ
し

ず

い

き

し
よ
に
ん
ら

か
つ

な
り
」
と
。
流
通
の
涅
槃
経
に
云
く
、「
も
し
衆
生
あ
り
て
、
熙
連
河
沙
等
の
諸
仏
に
お
い
て
菩
提
心
を
発

る

つ

う

き

れ

ん

が

し

や

お
こ

し
、
す
な
わ
ち
能
く
こ
の
悪
世
に
お
い
て
、
か
く
の
ご
と
き
経
典
を
受
持
し
て
誹
謗
を
生
ぜ
ず
。
善
男
子
、

よ

ひ

ほ

う

も
し
能
く
一
恒
河
沙
等
の
諸
仏
世
尊
に
お
い
て
、
菩
提
心
を
発
す
こ
と
あ
り
て
、
し
か
し
て
後
に
、
す
な

よ

ご
う
が
し

や

お
こ

わ
ち
能
く
悪
世
の
中
に
お
い
て
こ
の
法
を
謗
ぜ
ず
、
こ
の
典
を
愛
敬
せ
ん
」
と
〈
已
上
経
文
〉。

よ

ほ
う

て
ん

あ
い
き
よ
う

答
え
て
い
う
、
法
華
経
第
二
の
巻
の
譬
喩
品
に
「
も
し
今
生
に
こ
の
経
を
信
じ
持
っ
て
い
る
人
は
、
か
つ
て
過

ひ

ゆ

去
の
世
に
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
、
敬
い
供
養
し
て
、
こ
の
法
を
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
人
で
あ
る
」
と
あ
り
、
第

四
の
巻
の
法
師
品
に
は
「
仏
の
滅
度
の
後
に
、
も
し
人
が
妙
法
華
経
の
一
偈
一
句
で
も
聞
い
て
、
一
念
で
も
随
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喜
の
心
を
起
こ
す
者
が
あ
る
な
ら
ば
、（
中
略
）
そ
の
人
は
す
で
に
過
去
世
に
十
万
億
の
仏
を
供
養
す
る
功
徳
を

積
ん
だ
人
で
あ
る
」
と
あ
る
。
ま
た
法
華
経
の
流
通
分
で
あ
る
涅
槃
経
の
如
来
性
品
に
は
「
も
し
衆
生
が
ガ
ン

ジ
ス
河
の
支
流
で
あ
る
熙
連
河
の
砂
の
数
ほ
ど
の
仏
を
供
養
し
て
菩
提
の
心
を
起
こ
し
た
者
は
、
こ
の
悪
世
に

き
れ
ん
が
わ

生
ま
れ
て
も
よ
く
こ
の
経
典
を
信
じ
持
っ
て
謗
ら
な
い
。
も
し
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
ほ
ど
の
諸
仏
世
尊
を
供

養
し
て
菩
提
の
心
を
起
こ
し
た
者
は
、
こ
の
悪
世
に
生
ま
れ
て
も
よ
く
こ
の
正
法
を
謗
ら
ず
、
こ
の
経
典
を
愛

し
敬
う
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
の
ご
と
く
ん
ば
、
た
と
い
ま
ず
解
心
な
く
と
も
、
こ
の
法
華
経
を
聞
い
て
謗
ぜ
ざ
る
は
大
善

げ

し

ん

だ
い
ぜ
ん

の
所
生
な
り
。
そ
れ
三
悪
の
生
を
受
く
る
こ
と
大
地
微
塵
よ
り
多
く
、
人
間
の
生
を
受
く
る
こ
と
爪
の

さ
ん
な
く

し
よ
う

み

じ

ん

上
の
土
よ
り
少
な
し
。
乃
至
、
四
十
余
年
の
諸
経
に
値
う
は
大
地
微
塵
よ
り
多
く
、
法
華
・
涅
槃
に
値
う

あ

こ
と
は
爪
の
上
の
土
よ
り
少
な
し
。
上
に
挙
ぐ
る
所
の
涅
槃
経
の
三
十
三
の
文
を
見
る
べ
し
。
た
と
い
一

か
み

あ

も
ん

字
一
句
な
り
と
い
え
ど
も
、
こ
の
経
を
信
ず
る
は
宿
縁
多
幸
な
り
。

し
ゆ
く
え
ん
た

こ

う

こ
れ
ら
の
経
文
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
法
華
経
を
理
解
で
き
な
く
て
も
、
こ
の
法
華
経
を
聞
い
て
こ
れ
を
信
じ
、

謗
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
は
、
過
去
の
世
の
大
善
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
わ
れ
ら
が
三
悪
道
に
堕

ち
る
よ
う
な
身
に
生
ま
れ
る
こ
と
は
大
地
の
塵
よ
り
も
多
く
、
人
間
の
身
と
生
ま
れ
る
こ
と
は
爪
の
上
の
土
よ

り
も
少
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
四
十
余
年
の
方
便
の
諸
経
に
値
う
こ
と
は
大
地
の
塵
よ
り
も
多
く
、
法
華
経
・

涅
槃
経
に
値
う
こ
と
は
爪
の
上
の
土
よ
り
も
少
な
い
こ
と
は
、
前
に
挙
げ
た
涅
槃
経
第
三
十
三
巻
の
迦
葉
品

か

し
よ
う
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の
文
の
通
り
で
あ
る
。
た
と
え
わ
ず
か
一
字
一
句
で
も
こ
の
法
華
経
を
信
ず
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
過
去
世

か
ら
の
こ
の
経
と
の
深
く
厚
い
因
縁
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
幸
多
い
者
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
こ
と

で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
た
と
い
法
華
経
を
信
ず
と
い
え
ど
も
、
悪
縁
に
随
わ
ば
何
ぞ
三
悪
道
に
堕
ち
ざ
ら
ん
や
。

問
う
て
い
う
、
た
と
え
法
華
経
を
信
じ
て
も
、
悪
師
と
縁
を
結
ん
だ
な
ら
ば
、
法
華
経
を
信
じ
た
功
徳
は
失
わ

れ
、
三
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

答
え
て
曰
く
、
解
心
な
き
者
、
権
教
の
悪
知
識
に
遇
い
て
実
教
を
退
け
ば
、
悪
師
を
信
ず
る
失
に
依
り

い
わ

げ

し

ん

ご
ん
き
よ
う

あ

し
り
ぞ

と
が

て
、
必
ず
三
悪
道
に
堕
つ
べ
き
な
り
。
彼
の
不
軽
軽
毀
の
衆
は
権
人
な
り
。
大
通
結
縁
の
者
の
三
千
塵
点

お

か

ふ
き
よ
う
き
よ
う
き

し
ゆ

ご
ん
に
ん

だ
い
つ
う
け
ち
え
ん

じ
ん
で
ん

を
歴
し
は
、
法
華
経
を
退
い
て
権
教
に
遷
り
し
が
故
な
り
。
法
華
経
を
信
ず
る
の
輩
、
法
華
経
の
信
を

へ

う
つ

と
も
が
ら

捨
て
て
権
人
に
随
わ
ん
よ
り
外
は
、
世
間
の
悪
業
に
お
い
て
は
法
華
の
功
徳
に
及
ば
ず
。
故
に
三
悪
道
に

あ
く
ご
う

堕
つ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

答
え
て
い
う
、
ま
だ
法
華
経
の
教
え
を
理
解
し
て
い
な
い
者
が
、
も
し
方
便
教
の
悪
師
に
会
っ
て
真
実
教
か
ら

退
転
し
た
な
ら
ば
、
悪
師
を
信
じ
た
罪
に
よ
っ
て
必
ず
三
悪
道
に
堕
ち
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
不
軽
菩
薩
を

軽
蔑
し
迫
害
し
て
無
間
地
獄
に
堕
ち
た
人
び
と
は
方
便
教
を
信
ず
る
人
び
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
化
城
喩
品
で
大

け
じ
よ
う
ゆ

通
智
勝
仏
の
時
に
法
華
経
と
縁
を
結
ん
だ
人
び
と
が
三
千
塵
点
劫
の
長
い
間
迷
い
の
生
活
を
送
っ
た
の
も
、
法
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華
経
を
退
転
し
て
方
便
教
に
移
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
法
華
経
を
信
じ
る
人
が
、
法
華
経
の
信
心
を
捨

て
て
方
便
教
の
人
に
随
う
こ
と
が
な
い
限
り
は
、
世
間
の
悪
業
な
ど
に
よ
っ
て
三
悪
道
に
堕
ち
る
こ
と
は
あ
り

え
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
世
間
の
悪
業
は
法
華
経
の
功
徳
を
打
ち
消
す
ほ
ど
の
力
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
日
本
国
は
法
華
・
涅
槃
有
縁
の
地
な
り
や
否
や
。

ね

は

ん

う

え

ん

い
な

問
う
て
い
う
、
日
本
国
は
法
華
経
や
涅
槃
経
と
因
縁
の
深
い
国
で
あ
る
か
ど
う
か
。

答
え
て
云
く
、
法
華
経
第
八
に
云
く
、「
如
来
の
滅
後
に
お
い
て
、
閻
浮
提
の
内
に
広
く
流
布
せ
し
め
、

え

ん

ぶ

だ

い

る

ふ

断
絶
せ
ざ
ら
し
む
」
と
。
七
の
巻
に
云
く
、「
広
宣
流
布
し
て
閻
浮
提
に
お
い
て
断
絶
せ
し
む
る
こ
と
な

こ
う
せ
ん

る

ふ

け
ん
」
と
。
涅
槃
経
第
九
に
云
く
、「
こ
の
大
乗
経
典
大
涅
槃
経
も
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
南
方
の
諸
の

菩
薩
の
た
め
の
故
に
、
ま
さ
に
広
く
流
布
す
べ
し
」
と
〈
已
上
経
文
〉。
三
千
世
界
広
し
と
い
え
ど
も
、

仏
自
ら
法
華
・
涅
槃
を
も
つ
て
南
方
流
布
の
処
と
定
む
。
南
方
の
諸
国
の
中
に
お
い
て
、
日
本
国
は
殊

み
ず
か

こ
と

に
法
華
経
の
流
布
す
べ
き
処
な
り
。

答
え
て
い
う
、
法
華
経
第
八
巻
の
勧
発
品
に
「
如
来
の
滅
後
に
こ
の
世
界
に
広
く
流
布
さ
せ
て
、
決
し
て
断
絶

か
ん
ぼ
つ
ぽ
ん

し
な
い
よ
う
に
す
る
」
と
あ
り
、
ま
た
第
七
巻
の
薬
王
品
に
は
「
広
く
宣
べ
伝
え
流
布
し
て
、
こ
の
世
界
か
ら

断
絶
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
り
、
涅
槃
経
第
九
巻
の
如
来
性
品
に
は
「
こ
の
大
乗
経
典
大
涅
槃
経
も
ま
た

同
じ
よ
う
に
、
南
方
の
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
の
た
め
に
広
く
流
布
せ
よ
」
と
あ
る
〈
以
上
経
文
証
拠
〉。
広
大
な
三
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千
大
千
世
界
の
中
か
ら
、
仏
み
ず
か
ら
南
方
を
選
ん
で
法
華
経
・
涅
槃
経
の
流
布
す
べ
き
処
と
定
め
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
南
方
の
諸
国
の
中
で
も
と
く
に
日
本
国
は
法
華
経
の
流
布
す
べ
き
国
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
そ
の
証
如
何
。

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
そ
の
証
拠
は
何
か
。

答
え
て
曰
く
、
肇
公
の
法
華
翻
経
の
後
記
に
云
く
、「
羅
什
三
蔵
、
須
利
耶
蘇
摩
三
蔵
に
値
い
奉
り
て
、

じ
よ
う
こ
う

ほ

つ

け

ほ
ん
き
よ
う

こ

う

き

ら
じ
ゆ
う

す

り

や

そ

ま

あ

法
華
経
を
授
か
る
時
の
語
に
云
く
、
仏
日
西
山
に
隠
れ
、
遺
耀
東
北
を
照
す
。
こ
の
典
東
北
の
諸
国
に
有
縁

ご

ぶ
つ
に
ち
せ
い
ざ
ん

い

よ

う

て
ん

う

え

ん

な
り
。
汝
慎
ん
で
伝
弘
せ
よ
」
と
〈
已
上
〉。
東
北
と
は
日
本
な
り
。
西
南
の
天
竺
よ
り
東
北
と
は
日
本

で

ん

ぐ

を
指
す
な
り
。

答
え
て
い
う
、
僧

肇
法
師
が
法
華
経
漢
訳
の
事
情
を
記
し
た
法
華
翻
経
の
後
記
に
「
羅
什
三
蔵
が
須
梨
耶
蘇

そ
う
じ
よ
う

摩
三
蔵
に
会
っ
て
法
華
経
を
授
け
ら
れ
た
時
、
仏
教
と
い
う
太
陽
は
今
、
西
山
イ
ン
ド
に
隠
れ
よ
う
と
し
て
い

る
が
、
残
り
の
輝
き
は
東
北
の
方
を
照
ら
し
て
い
る
。
こ
の
経
典
は
東
北
の
諸
国
に
深
い
縁
が
あ
る
。
汝
は
慎

ん
で
伝
え
弘
め
る
が
よ
い
、
と
い
わ
れ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
文
に
東
北
と
い
う
の
は
日
本
国
の
こ
と
で
あ
る
。

西
南
の
イ
ン
ド
か
ら
東
北
と
い
う
の
は
日
本
国
を
指
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

故
に
慧
心
の
一
乗
要
決
に
云
く
、「
日
本
一
州
円
機
純
一
な
り
。
朝
野
遠
近
同
じ
く
一
乗
に
帰
し
、
緇
素

え

し

ん

え

ん

き

じ
ゆ
ん
い
つ

ち
よ
う
や
お
ん
ご
ん

き

し

そ

貴
賤
悉
く
成
仏
を
期
す
」
と
〈
已
上
〉。
願
わ
く
は
、
日
本
国
の
今
世
の
道
俗
、
選
択
集
の
久
習
を
捨
て

き

せ

ん

ご

く
し
ゆ
う
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て
、
法
華
・
涅
槃
の
現
文
に
依
り
、
肇
公
・
慧
心
の
日
本
記
を
恃
み
て
、
法
華
修
行
の
安
心
を
企
て
よ
。

げ
ん
も
ん

に

ほ

ん

き

た
の

ほ

つ

け
し
ゆ
ぎ
よ
う

あ
ん
じ
ん

ゆ
え
に
比
叡
山
の
先
徳
で
あ
る
恵
心
僧
都
の
一
乗
要
決
に
も
「
日
本
一
国
は
み
な
、
円
教
の
機
根
ば
か
り
で
あ

っ
て
、
朝
廷
や
民
間
も
遠
く
も
近
く
も
同
じ
よ
う
に
一
仏
乗
の
教
え
に
帰
依
し
、
僧
侶
も
俗
人
も
貴
い
者
も
賤

し
い
者
も
、
す
べ
て
成
仏
を
願
う
よ
う
に
な
っ
た
」
と
あ
る
。
願
わ
く
は
、
日
本
国
の
今
の
世
の
出
家
・
在
家

の
人
び
と
よ
、
久
し
く
選
択
集
を
信
じ
て
き
た
習
慣
を
捨
て
て
、
法
華
経
・
涅
槃
経
に
明
瞭
に
説
か
れ
て
い
る

経
文
を
信
じ
て
、
僧
肇
法
師
や
恵
心
僧
都
の
日
本
国
の
こ
と
を
記
し
た
文
を
頼
み
と
し
て
、
法
華
経
の
修
行
に

よ
っ
て
安
心
を
得
る
こ
と
を
考
え
実
行
し
な
さ
い
。

問
う
て
云
く
、
法
華
経
修
行
の
者
、
何
れ
の
浄
土
を
期
す
べ
き
や
。

い
ず

ご

問
う
て
い
う
、
法
華
経
を
修
行
す
る
者
は
、
ど
こ
の
浄
土
を
期
待
し
た
ら
よ
い
の
か
。

答
え
て
曰
く
、
法
華
経
二
十
八
品
の
肝
心
た
る
寿
量
品
に
云
く
、「
我
常
に
こ
の
娑
婆
世
界
に
あ
り
」
と
。

わ
れ

し

や

ば

せ

か

い

ま
た
云
く
、「
我
常
に
こ
こ
に
住
す
」
と
。
ま
た
云
く
、「
我
が
こ
の
土
は
安
穏
」
と
。
こ
の
文
の
ご
と

わ
れ

ど

あ
ん
の
ん

く
ん
ば
、
本
地
久
成
の
円
仏
は
こ
の
世
界
に
在
せ
り
。
こ
の
土
を
捨
て
て
何
れ
の
土
を
願
う
べ
き
や
。

ほ

ん

じ

く
じ
よ
う

え
ん
ぶ
つ

ま
し
ま

故
に
法
華
経
修
行
の
者
の
所
住
の
処
を
浄
土
と
思
う
べ
し
。
何
ぞ
煩
わ
し
く
他
の
処
を
求
め
ん
や
。

わ
ず
ら

答
え
て
い
う
、
法
華
経
二
十
八
品
の
中
で
最
も
大
切
な
寿
量
品
に
「
わ
れ
は
常
に
こ
の
娑
婆
世
界
に
い
る
」
と

い
い
、
ま
た
「
わ
れ
は
常
に
こ
こ
に
住
す
る
」
と
も
い
い
、
ま
た
「
わ
が
此
の
土
は
安
穏
で
あ
る
」
と
も
い
う
。
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こ
れ
ら
の
経
文
に
よ
れ
ば
、
一
切
の
仏
の
本
地
で
あ
る
久
遠
実
成
の
本
仏
は
、
常
に
こ
の
娑
婆
世
界
に
お
ら
れ

く
お
ん
じ
つ
じ
よ
う

る
。
ゆ
え
に
こ
の
娑
婆
世
界
を
捨
て
て
、
ほ
か
に
ど
こ
の
浄
土
を
願
う
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
法
華
経
を
修
行
し

て
い
る
者
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
の
ほ
か
に
浄
土
は
な
い
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
煩
わ
し
く
他
の
処
に
浄
土
を

求
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。

故
に
神
力
品
に
云
く
、「
も
し
は
経
巻
所
住
の
処
、
も
し
は
園
の
中
に
お
い
て
も
、
も
し
は
林
の
中
に
お

き
よ
う
が
ん

そ
の

い
て
も
、
も
し
は
樹
の
下
に
お
い
て
も
、
も
し
は
僧
坊
に
お
い
て
も
、
も
し
は
白
衣
の
舎
に
て
も
、
も
し

き

も
と

そ
う
ぼ
う

び
や
く
え

い
え

は
殿
堂
に
あ
つ
て
も
、
も
し
は
山
谷
曠
野
に
て
も
、
乃
至
、
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
こ
の
処
は
す
な
わ
ち
こ

で
ん
ど
う

せ
ん
ご
く

こ

う

や

れ
道
場
な
り
」
と
。

ゆ
え
に
神
力
品
に
は
「
経
巻
の
安
置
し
て
あ
る
と
こ
ろ
は
、
園
の
中
で
も
、
林
の
中
で
も
、
樹
の
下
で
も
、
僧

坊
で
も
、
俗
人
の
家
で
も
、
殿
堂
の
内
で
も
、
山
や
谷
や
広
い
野
原
で
も
、（
中
略
）
ま
さ
し
く
そ
こ
は
道
場
で

あ
る
」
と
あ
る
。

涅
槃
経
に
云
く
、「
も
し
善
男
子
、
こ
の
大
涅
槃
微
妙
の
経
典
、
流
布
せ
ら
る
る
処
は
、
ま
さ
に
知
る
べ

ぜ
ん

な

ん

し

だ
い

ね

は

ん

み
み
よ
う

る

ふ

し
、
そ
の
地
は
す
な
わ
ち
こ
れ
金
剛
な
り
。
こ
の
中
の
諸
人
も
ま
た
金
剛
の
ご
と
し
」
と
〈
已
上
〉。
法

こ
ん
ご
う

華
・
涅
槃
を
信
ず
る
行
者
は
、
余
処
を
求
む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
こ
の
経
を
信
ず
る
人
の
所
住
の
処
は
す
な

わ
ち
浄
土
な
り
。
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ま
た
涅
槃
経
如
来
性
品
に
も
「
善
男
子
よ
、
こ
の
す
ぐ
れ
た
大
涅
槃
経
の
広
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
そ
こ
が

す
べ
て
金
剛
の
よ
う
に
壊
れ
る
こ
と
の
な
い
浄
土
で
あ
る
。
そ
こ
に
住
む
人
び
と
も
ま
た
あ
た
か
も
金
剛
不
壊
ふ

え

の
仏
身
の
よ
う
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
法
華
経
・
涅
槃
経
を
信
じ
る
行
者
は
ほ
か
に
浄
土
を

求
め
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
経
を
信
じ
て
い
る
人
の
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
す
な
わ
ち
寂
光
の
浄
土
な
の
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
華
厳
・
方
等
・
般
若
・
阿
含
・
観
経
等
の
諸
経
を
見
る
に
、
兜
率
・
西
方
・
十
方
の
浄
土

と

そ

つ

さ
い
ほ
う

じ
つ
ぽ
う

を
勧
む
。
そ
の
上
、
法
華
経
の
文
を
見
る
に
、
ま
た
兜
率
・
西
方
・
十
方
の
浄
土
を
勧
む
。
何
ぞ
こ
れ
ら

す
す

の
文
に
違
い
て
、
た
だ
こ
の
瓦
礫
荊
棘
の
穢
土
を
勧
む
る
や
。

た
が

が
り
や
く
け
い
き
よ
く

え

ど

問
う
て
い
う
、
華
厳
・
方
等
・
般
若
・
阿
含
・
観
無
量
寿
経
な
ど
の
諸
経
を
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
弥
勒
菩
薩

の
兜
率
天
や
阿
弥
陀
如
来
の
西
方
浄
土
や
十
方
の
浄
土
へ
の
往
生
を
勧
め
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
法
華
経
の
文

に
も
ま
た
兜
率
天
や
西
方
浄
土
や
十
方
の
浄
土
へ
の
往
生
を
勧
め
て
い
る
。
ど
う
し
て
そ
れ
ら
の
経
文
を
否
定

し
て
、
こ
の
瓦
礫
や
荊
棘
に
満
ち
た
穢
れ
た
国
土
を
浄
土
と
し
て
勧
め
る
の
で
あ
る
か
。

が
れ
き

け
い
き
よ
く

け
が

答
え
て
曰
く
、
爾
前
の
浄
土
は
久
遠
実
成
の
釈
迦
如
来
の
現
わ
す
と
こ
ろ
の
浄
土
に
し
て
、
実
に
は
皆

に

ぜ

ん

く

お

ん

じ
つ
じ
よ
う

穢
土
な
り
。
法
華
経
は
ま
た
方
便
・
寿
量
の
二
品
な
り
。
寿
量
品
に
至
り
て
実
の
浄
土
を
定
む
る
時
、
こ

の
土
は
す
な
わ
ち
浄
土
な
り
と
定
め
了
ん
ぬ
。
た
だ
し
兜
率
・
安
養
・
十
方
の
難
に
至
り
て
は
、
爾
前
の

お
わ

と

そ

つ

あ
ん
よ
う

じ
つ
ぽ
う

名
目
を
改
め
ず
し
て
、
こ
の
土
に
お
い
て
兜
率
・
安
養
等
の
名
を
付
く
。

み
よ
う
も
く
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答
え
て
い
う
、
法
華
経
以
前
の
四
十
余
年
に
説
か
れ
た
浄
土
は
、
久
遠
実
成
の
釈
迦
如
来
が
仮
り
に
現
わ
し
て

見
せ
た
と
こ
ろ
の
浄
土
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
み
な
穢
土
で
あ
る
。
ゆ
え
に
法
華
経
の
中
心
は
方
便
品
と
寿
量

品
の
二
品
で
あ
る
が
、
そ
の
寿
量
品
に
来
て
真
実
の
浄
土
を
定
め
る
時
、
こ
の
娑
婆
世
界
こ
そ
が
真
実
の
寂
光

浄
土
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
華
経
に
も
兜
率
天
や
西
方
安
養
浄
土
や
十
方
の
浄
土
を

勧
め
る
文
が
あ
る
の
は
、
法
華
経
以
前
の
四
十
余
年
の
方
便
の
諸
経
で
説
い
た
浄
土
の
名
前
を
改
め
ず
に
そ
の

ま
ま
用
い
て
、
こ
の
世
界
に
築
く
べ
き
浄
土
に
兜
率
や
安
養
な
ど
の
名
を
つ
け
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

例
せ
ば
、
こ
の
経
に
三
乗
の
名
あ
り
と
い
え
ど
も
、
三
乗
は
あ
ら
ざ
る
が
ご
と
し
。「
す
べ
か
ら
く
更
に

観
経
等
を
指
す
を
も
ち
い
ざ
る
な
り
」
の
釈
の
意
こ
れ
な
り
。
法
華
経
に
結
縁
な
き
衆
生
の
、
当
世
西

こ
こ
ろ

け
ち
え
ん

と
う
せ
い

方
浄
土
を
願
う
は
、
瓦
礫
の
土
を
楽
う
と
は
こ
れ
な
り
。
法
華
経
を
信
ぜ
ざ
る
衆
生
は
、
誠
に
分
添
の
浄

が
り
や
く

ね
が

ぶ
ん
で
ん

土
な
き
者
な
り
。

た
と
え
ば
、
法
華
経
の
中
に
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
三
乗
の
名
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
三
乗
の
差
別
は
な
く
一

仏
乗
の
み
で
あ
る
と
説
く
の
と
同
じ
で
あ
る
。
妙
楽
大
師
が
法
華
文
句
記
に
薬
王
品
の
「
即
往
安
楽
世
界
」
の

経
文
を
解
釈
し
、「
決
し
て
観
無
量
寿
経
の
安
養
浄
土
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
わ
れ
た
の
は
こ
の
意

味
で
あ
る
。
法
華
経
に
縁
を
結
ん
だ
こ
と
の
な
い
今
の
世
の
衆
生
が
、
西
方
の
浄
土
を
願
う
の
は
、
真
実
の
浄

土
で
あ
る
娑
婆
を
捨
て
て
、
か
え
っ
て
瓦
礫
の
土
を
願
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
法
華
経
を
信
じ
な
い
衆
生
は
、

こ
の
娑
婆
世
界
の
浄
土
の
上
に
一
部
分
名
を
与
え
て
説
か
れ
た
に
す
ぎ
な
い
兜
率
・
安
養
な
ど
の
浄
土
に
も
生
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ま
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
で
あ
る
。

第
三
に
、
涅
槃
経
は
法
華
経
流
通
の
た
め
に
こ
れ
を
説
き
た
も
う
を
明
か
さ
ば
、

問
う
て
云
く
、
光
宅
の
法
雲
法
師
並
に
道
場
の
慧
観
等
の
碩
徳
は
、
法
華
経
を
も
つ
て
第
四
時
の
経
と
定

こ
う
た
く

ほ
う
う
ん

え

か

ん

せ
き
と
く

め
、
無
常
・
熟
蘇
味
と
立
つ
。
天
台
智
者
大
師
は
法
華
・
涅
槃
同
味
と
立
つ
る
と
い
え
ど
も
、
ま
た
捃

拾

む
じ
よ
う

じ
ゆ
く

そ

み

く
ん
じ
ゆ
う

の
義
を
存
す
。
二
師
共
に
権
化
な
り
。
互
い
に
徳
行
を
具
せ
り
。
何
れ
を
正
と
な
し
て
我
等
の
迷
心
を

と
も

ご

ん

げ

と
く
ぎ
よ
う

い
ず

し
よ
う

わ

れ

ら

め
い
し
ん

晴
ら
す
べ
き
や
。

第
三
に
、
涅
槃
経
は
法
華
経
を
流
通
す
る
た
め
に
説
か
れ
た
経
典
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
よ
う
。

問
う
て
い
う
、
光
宅
寺
の
法
雲
法
師
並
び
に
道
場
寺
の
慧
観
な
ど
の
高
徳
の
僧
は
、
法
華
経
を
第
四
時
の
三
乗

を
開
会
し
て
一
仏
乗
に
帰
入
せ
し
め
る
同
帰
教
と
定
め
、
第
五
時
の
仏
身
の
常
住
を
説
く
涅
槃
常
住
教
に
比
べ

れ
ば
、
無
常
を
説
く
熟
蘇
味
に
す
ぎ
な
い
と
判
定
し
た
。
天
台
大
師
智
顗
は
こ
れ
を
法
華
玄
義
の
巻
十
で
批
判

ち

ぎ

し
て
、
法
華
経
と
涅
槃
経
は
同
じ
く
第
五
時
の
醍
醐
味
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
さ
ら
に
二
経
を
秋
の
収
獲
に
譬

え
れ
ば
、
法
華
経
は
大
収
獲
で
あ
り
、
涅
槃
経
は
落
ち
穂
を
拾
う
に
す
ぎ
な
い
経
で
あ
る
と
決
定
し
た
。
光
宅

も
天
台
も
と
も
に
大
聖
の
権
化
で
あ
り
、
徳
行
の
高
い
僧
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
を
正
し
い
見
解
と
し
て
わ
れ

ら
の
疑
い
を
晴
ら
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

答
え
て
曰
く
、
た
と
い
論
師
・
訳
者
た
り
と
い
え
ど
も
、
仏
教
に
違
い
て
権
実
二
教
を
判
ぜ
ず
ん
ば
、
し

た
が
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ば
ら
く
疑
い
を
加
う
べ
し
。
い
か
に
い
わ
ん
や
、
唐
土
の
人
師
た
る
天
台
・
南
岳
・
光
宅
・
慧
観
・
智
儼

う
た
が

と

う

ど

に

ん

し

な
ん
が
く

こ
う
た
く

え

か

ん

ち

ご

ん

・
嘉
祥
・
善
導
等
の
釈
に
お
い
て
を
や
。
た
と
い
末
代
の
学
者
た
り
と
い
え
ど
も
、「
依
法
不
依
人
」
の

か
じ
よ
う

ぜ
ん
ど
う

え

ほ

う

ふ

え

に

ん

義
を
存
し
、
本
経
・
本
論
に
違
わ
ず
ん
ば
信
用
を
加
う
べ
し
。

た
が

答
え
て
い
う
、
す
で
に
繰
り
返
し
説
い
た
よ
う
に
、
た
と
え
イ
ン
ド
の
論
師
で
あ
り
訳
者
で
あ
っ
て
も
、
仏
の

教
え
に
背
い
て
方
便
教
と
真
実
教
の
二
教
の
区
別
を
判
定
し
な
い
者
は
疑
い
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

し
て
中
国
の
人
師
で
あ
る
天
台
大
師
智
顗
・
南
岳
大
師
慧
思
・
光
宅
寺
法
雲
・
道
場
寺
慧
観
・
華
厳
宗
の
智
儼

・
三
論
宗
の
嘉
祥
大
師
吉
蔵
・
浄
土
宗
の
善
導
な
ど
の
作
っ
た
注
釈
書
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

ま
た
た
と
え
末
代
の
学
者
で
あ
っ
て
も
「
仏
の
教
法
に
依
っ
て
人
師
の
言
葉
に
依
る
な
」
と
い
う
涅
槃
経
の
如

来
の
金
言
を
守
っ
て
、
宗
旨
の
根
本
と
す
る
経
典
・
論
書
に
違
背
し
な
い
者
は
、
信
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
涅
槃
経
の
第
十
四
巻
を
開
き
た
る
に
、
五
十
年
の
諸
大
乗

経
を
挙
げ
て
前
四
味
に
譬
え
、

し
よ
だ
い
じ
よ
う
き
よ
う

ぜ
ん

し

み

涅
槃
経
を
も
つ
て
醍
醐
味
に
譬
う
。
諸
大
乗
経
は
涅
槃
経
よ
り
劣
る
こ
と
百
千
万
倍
と
定
め
了
ん
ぬ
。
そ

だ
い

ご

み

お
わ

の
上
、
迦
葉
童
子
の
領
解
に
云
く
、「
我
今
日
よ
り
始
め
て
正
見
を
得
た
り
。
こ
れ
よ
り
前
の
我
等
は
悉

か
し
よ
う

ど

う

じ

り
よ
う
げ

わ
れ
こ
ん
に
ち

し
よ
う
け
ん

さ
き

く
邪
見
の
人
と
名
づ
く
」
と
。
こ
の
文
の
意
は
、
涅
槃
経
已
前
の
法
華
等
の
一
切
衆
典
を
皆
邪
見
と
云

こ
こ
ろ

し
ゆ
て
ん

う
な
り
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
法
華
経
は
邪
見
の
経
に
し
て
、
い
ま
だ
正
見
の
仏
性
を
明
か
さ
ず
。
故

し
よ
う
け
ん

ぶ
つ
し
よ
う
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に
天
親
菩
薩
の
涅
槃
論
に
、
諸
経
と
涅
槃
と
の
勝
劣
を
定
む
る
時
、
法
華
経
を
も
つ
て
般
若
経
に
同
じ
て
、

て
ん
じ
ん

同
じ
く
第
四
時
に
摂
し
た
り
。
あ
に
正
見
の
涅
槃
経
を
も
つ
て
邪
見
の
法
華
経
の
流
通
と
な
さ
ん
や
、
如
何
。

せ
つ

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
涅
槃
経
の
第
十
四
巻
の
聖

行
品
を
開
い
て
み
る
と
、
仏
一
代
五
十
年
の
も
ろ
も
ろ
の
大
乗
経

し
よ
う
ぎ
よ
う

を
あ
げ
て
五
味
の
中
の
乳
・
酪
・
生
蘇
・
熟
蘇
の
前
四
味
に
譬
え
、
涅
槃
経
を
第
五
の
醍
醐
味
に
譬
え
て
、
す

し
よ
う
そ

じ
ゆ
く
そ

べ
て
の
大
乗
経
は
涅
槃
経
よ
り
劣
る
こ
と
百
千
万
倍
と
判
定
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
迦
葉
童
子
の
領
解
の
言

葉
に
「
私
は
今
日
は
じ
め
て
正
し
い
見
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
今
ま
で
は
私
た
ち
は
み
な
邪
見
の
者
で
あ

っ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
文
の
意
味
は
、
涅
槃
経
以
前
の
法
華
経
を
は
じ
め
と
す
る
一
切
の
経
典
は
み
な
邪
見
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
法
華
経
は
邪
見
の
経
で
あ
っ
て
、
ま
だ
仏
性
常
住
の
問
題
を
説

い
て
い
な
い
経
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
天
親
菩
薩
は
涅
槃
論
で
、
諸
経
と
涅
槃
経
と
の
勝
劣
を
定
め
る
時
、
法

華
経
を
般
若
経
と
同
じ
く
第
四
時
に
収
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
正
見
の
涅
槃
経
を
邪
見
の
法
華
経
の

流
通
分
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。

答
え
て
曰
く
、
法
華
経
の
現
文
を
見
る
に
、
仏
の
本
懐
残
す
こ
と
な
し
。
方
便
品
に
云
く
、「
今
正
し
く

げ
ん
も
ん

ほ
ん
が
い

ほ
う
べ
ん

ま
さ

こ
れ
そ
の
時
な
り
」
と
。
寿
量
品
に
云
く
、「
毎
に
自
ら
こ
の
念
を
作
す
、
何
を
も
つ
て
か
衆
生
を
し
て

じ
ゆ
り
よ
う

つ
ね

み
ず
か

な

し
ゆ
じ
よ
う

無
上
道
に
入
り
、
速
か
に
仏
身
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
せ
し
め
ん
」
と
。
神
力
品
に
云
く
、「
要
を
も
つ

じ
よ
う
じ
ゆ

じ
ん
り
き

よ
う

て
こ
れ
を
言
わ
ば
、
如
来
の
一
切
の
所
有
の
法
、
乃
至
、
皆
こ
の
経
に
お
い
て
宣
示
顕
説
す
」
と
〈
已
上
〉。

し

よ

う

せ

ん

じ

け
ん
ぜ
つ
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答
え
て
い
う
、
法
華
経
の
本
文
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
で
、
法
華
経
の
中
に
仏
の
本
懐
は
残
す
こ
と
な
く
説

き
つ
く
さ
れ
た
と
経
文
に
明
瞭
に
書
か
れ
て
い
る
。
方
便
品
に
は
「
今
こ
そ
ま
さ
に
本
懐
を
説
き
顕
わ
す
時
で

あ
る
」
と
あ
り
、
寿
量
品
に
は
「
つ
ね
に
私
は
、
ど
う
し
た
ら
す
べ
て
の
衆
生
を
無
上
道
に
入
れ
て
、
す
み
や

か
に
仏
身
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
て
い
る
」
と
あ
り
、
神
力
品
に
は
「
要
す
る
に
、

如
来
の
一
切
の
覚
り
の
法
を
（
中
略
）
す
べ
て
こ
の
経
で
顕
ら
か
に
説
き
示
し
た
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
現
文
は
、
釈
迦
如
来
の
内
証
は
皆
こ
の
経
に
尽
し
た
も
う
。
そ
の
上
、
多
宝
並
に
十
方
の
諸
仏

来
集
の
庭
に
お
い
て
、
釈
迦
如
来
の
已
・
今
・
当
の
語
を
証
し
、
法
華
経
の
ご
と
き
経
な
し
と
定
め
了

ら
い
し
ゆ
う

い

こ
ん

と
う

お
わ

ん
ぬ
。
し
か
る
に
多
宝
・
諸
仏
本
土
に
還
る
の
後
、
た
だ
釈
迦
一
仏
の
み
異
変
を
存
し
て
、
還
り
て
涅
槃

経
を
説
き
て
法
華
経
を
卑
く
せ
ば
、
誰
人
か
こ
れ
を
信
ぜ
ん
。

ひ
く

た
れ
ひ
と

こ
れ
ら
の
経
文
は
、
釈
迦
如
来
の
内
証
真
実
が
す
べ
て
こ
の
法
華
経
に
説
き
つ
く
さ
れ
た
こ
と
を
明
瞭
に
示
し

て
い
る
。
そ
の
う
え
、
多
宝
如
来
や
十
方
分
身
の
諸
仏
が
霊
山
会
上
に
来
集
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
、
釈
迦
如
来

り
よ
う
ぜ
ん
え
じ
よ
う

が
「
こ
の
経
は
已
に
説
き
、
今
説
き
、
当
に
説
く
一
切
経
の
中
で
最
も
信
じ
が
た
く
解
り
が
た
い
」
と
い
わ
れ

す
で

ま
さ

さ
と

た
言
葉
を
、「
真
実
で
あ
る
」
と
証
明
し
、
法
華
経
の
よ
う
に
す
ぐ
れ
て
持
ち
が
た
い
経
は
な
い
と
定
め
ら
れ

た
も

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
嘱
累
品
で
多
宝
如
来
や
十
方
の
諸
仏
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
本
国
に
帰
っ
て
後
に
、
た
だ
釈

迦
如
来
一
仏
だ
け
が
心
変
わ
り
を
し
て
、
涅
槃
経
を
説
か
れ
た
時
に
法
華
経
が
劣
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
誰

が
こ
れ
を
信
用
し
よ
う
か
。



( 167 )

深
く
こ
の
義
を
存
し
、
随
つ
て
涅
槃
経
の
第
九
を
見
る
に
、
法
華
経
を
流
通
し
て
説
い
て
云
く
、「
こ
の

経
、
世
に
出
ず
る
こ
と
、
彼
の
菓
実
の
一
切
を
利
益
し
安
楽
す
る
所
多
き
が
ご
と
く
、
よ
く
衆
生
を
し
て

い

か

か

じ

つ

り

や

く

あ
ん
ら
く

仏
性
を
見
わ
さ
し
む
。
法
華
の
中
の
八
千
の
声
聞
の
記
謚
を
授
か
る
こ
と
を
得
て
、
大
菓
実
を
成
ず
る

ぶ
つ
し
よ
う

あ
ら

し
よ
う
も
ん

き

べ

つ

が
ご
と
き
は
、
秋

収
冬
蔵
し
て
更
に
所
作
な
き
が
ご
と
し
」
と
。

し
ゆ
う
し
ゆ
う
と
う
ぞ
う

し

よ

さ

深
く
こ
の
道
理
を
考
え
て
、
涅
槃
経
の
第
九
の
巻
を
み
る
と
、
法
華
経
の
流
通
で
あ
る
証
拠
に
「
こ
の
涅
槃
経

る
つ
う

が
世
に
現
わ
れ
る
と
、
か
の
果
実
が
一
切
の
人
び
と
を
利
益
し
安
楽
に
す
る
よ
う
に
、
衆
生
の
心
の
内
に
隠
れ

た
仏
性
を
顕
現
さ
せ
る
。
法
華
経
の
中
で
八
千
人
の
声
聞
が
成
仏
の
保
証
を
得
た
の
は
、
大
き
な
果
実
が
成
熟

し
た
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
経
は
秋
に
収
獲
し
冬
に
貯
蔵
し
た
後
は
、
も
は
や
落
穂
拾
い
以
外
に
何
も
す
る
こ

お
ち
ぼ

と
が
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
の
文
の
ご
と
く
ん
ば
、
法
華
経
も
し
邪
見
な
ら
ば
、
涅
槃
経
も
あ
に
邪
見
に
あ
ら
ず
や
。
法
華
経
は

大
収
、
涅
槃
経
は
捃
拾
な
り
と
見
え
了
ん
ぬ
。
涅
槃
経
は
自
ら
法
華
経
に
劣
る
の
由
を
称
す
。
法
華
経

だ
い
し
ゆ
う

く
ん
じ
ゆ
う

お
わ

の
当
説
の
文
と
あ
え
て
相
違
な
し
。
た
だ
し
迦
葉
の
領
解
並
に
第
十
四
の
文
は
、
法
華
経
を
下
す
の
文
に

と
う
せ
つ

か
し
よ
う

り
よ
う
げ

く
だ

あ
ら
ず
。
迦
葉
の
自
身
並
に
所
化
の
衆
、
今
始
め
て
法
華
経
の
所
説
の
常

住
仏
性
・
久
遠
実
成
を
覚
る
。

し

よ

け

じ
よ
う
じ
ゆ
う
ぶ
つ
し
よ
う

く

お

ん
じ
つ
じ
よ
う

さ
と

故
に
我
が
身
を
指
し
て
こ
れ
よ
り
已
前
は
邪
見
な
り
と
云
う
。
法
華
経
已
前
の
無
量
義
経
に
嫌
わ
る
る
諸
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経
を
、
涅
槃
経
に
重
ね
て
こ
れ
を
挙
げ
て
嫌
う
な
り
。
法
華
経
を
嫌
う
に
は
あ
ら
ず
。

あ

こ
の
経
文
に
よ
れ
ば
、
法
華
経
が
も
し
邪
見
で
あ
れ
ば
、
涅
槃
経
も
ま
た
邪
見
で
あ
る
こ
と
に
な
る
で
は
な
い

か
。
な
ぜ
な
ら
、
法
華
経
が
秋
の
大
収
獲
で
、
涅
槃
経
は
そ
の
後
に
落
穂
を
拾
う
と
い
う
言
葉
に
明
白
に
表
わ

れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
涅
槃
経
は
み
ず
か
ら
法
華
経
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
法
華
経

の
後
に
説
く
涅
槃
経
に
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
説
く
法
華
経
法
師
品
の
文
は
、
決
し
て
間
違
い
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
問
者
の
あ
げ
た
迦
葉
菩
薩
の
領
解
の
言
葉
や
第
十
四
巻
の
五
味
の
譬
え
の
文
は
、
法
華
経
を
貶
お
と
し

め
た
経
文
で
は
な
い
。
迦
葉
菩
薩
の
文
は
、
迦
葉
自
身
や
そ
の
弟
子
た
ち
が
、
今
日
涅
槃
経
に
お
い
て
は
じ
め

て
法
華
経
に
説
か
れ
た
「
仏
性
は
常
住
で
あ
る
」「
仏
は
実
に
は
久
遠
の
昔
に
成
仏
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
を
覚
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
自
分
の
領
解
内
容
を
指
し
て
今
ま
で
は
邪
見
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
経
法
の
勝
劣
に
は
関
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
第
十
四
巻
の
五
味
の
譬
え
は
、
法
華
経
の
開
経
で
あ
る

無
量
義
経
で
「
未
顕
真
実
」
と
否
定
さ
れ
た
法
華
経
以
前
の
諸
経
の
説
法
を
、
涅
槃
経
で
重
ね
て
否
定
し
た
の

で
あ
っ
て
、
法
華
経
を
も
四
味
の
中
に
入
れ
て
否
定
し
た
の
で
は
な
い
。

ま
た
涅
槃
論
に
至
り
て
は
、
こ
れ
ら
の
論
は
書
き
付
く
る
が
ご
と
く
、
天
親
菩
薩
の
造
、
菩
提
流
支
の
訳

て
ん
じ
ん

ぞ
う

ぼ

だ

い

る

し

や
く

な
り
。
法
華
論
も
ま
た
天
親
菩
薩
の
造
、
菩
提
流
支
の
訳
な
り
。
経
文
に
違
う
こ
と
こ
れ
多
し
。
涅
槃
論

た
が

も
ま
た
本
経
に
違
う
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
訳
者
の
誤
り
な
り
。
信
用
に
及
ば
ず
。

ま
た
涅
槃
論
の
文
に
つ
い
て
は
、
そ
の
論
の
題
号
の
下
に
書
き
つ
け
て
い
る
よ
う
に
、
天
親
菩
薩
が
作
っ
て
菩
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提
流
支
が
翻
訳
し
た
の
で
あ
る
。
法
華
論
も
同
じ
く
天
親
菩
薩
の
作
、
菩
提
流
支
の
訳
で
あ
る
が
、
経
文
と
相

違
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
涅
槃
論
も
同
じ
よ
う
に
経
文
と
相
違
し
た
と
こ
ろ
が
多
い
。
こ
れ
は
訳
者
の
誤
り
で

あ
る
か
ら
信
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

問
う
て
云
く
、
先
の
教
に
漏
れ
た
る
も
の
を
後
の
教
に
こ
れ
を
承
け
取
り
て
、
得
道
せ
し
む
る
を
流
通
と

さ
き

の
ち

う

称
せ
ば
、
阿
含
経
は
華
厳
経
の
流
通
と
な
る
べ
き
や
。
乃
至
、
法
華
経
は
前
四
味
の
流
通
と
な
る
べ
き
や
、

如
何
。

い

か

ん問
う
て
い
う
、
前
の
経
の
救
い
に
漏
れ
た
者
を
、
後
の
経
が
受
け
取
っ
て
救
い
あ
げ
る
の
を
流
通
の
経
で
あ
る

る
つ
う

と
い
う
な
ら
ば
、
阿
含
経
は
華
厳
経
の
流
通
と
な
る
の
か
。
ま
た
法
華
経
は
前
四
味
の
華
厳
・
阿
含
・
方
等
・

般
若
の
流
通
と
な
る
の
か
、
ど
う
か
。

答
え
て
曰
く
、
前
四
味
の
諸
経
は
菩
薩
・
人
・
天
等
の
得
道
を
許
す
と
い
え
ど
も
、
決
定
性
の
二
乗
・

け
つ
じ
よ
う
し
よ
う

無
性
・
闡
提
の
成
仏
を
許
さ
ず
。
そ
の
上
、
仏
意
を
探
り
て
実
を
も
つ
て
こ
れ
を
撿

う
る
に
、
ま
た
菩

む
し
よ
う

せ
ん
だ
い

ぶ
つ

い

か
ん
が

薩
・
人
・
天
等
の
得
道
も
な
し
。
十
界
互
具
を
説
か
ざ
る
が
故
に
、
久
遠
実
成
な
き
が
故
に
。

じ
つ
か
い

ご

ぐ

答
え
て
い
う
、
前
四
味
の
諸
経
は
菩
薩
や
人
間
、
天
上
な
ど
の
成
仏
得
道
を
許
す
け
れ
ど
も
、
性
分
の
決
ま
っ

た
二
乗
や
仏
性
の
な
い
一
闡
提
の
成
仏
は
許
さ
な
い
。
そ
の
う
え
、
仏
の
御
心
を
深
く
探
っ
て
子
細
に
調
べ
て

み
れ
ば
、
菩
薩
・
凡
夫
の
成
仏
得
道
も
名
の
み
あ
っ
て
実
体
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
十
界
互
具
を
説
か
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ず
、
久
遠
実
成
を
説
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
証
文
如
何
。

い

か

ん

問
う
て
い
う
、
前
四
味
は
無
得
道
で
あ
る
と
い
う
証
文
は
あ
る
か
、
ど
う
か
。

答
え
て
云
く
、
法
華
経
方
便
品
に
云
く
、「
も
し
小
乗
を
も
つ
て
化
す
る
こ
と
、
乃
至
一
人
に
お
い
て
も

け

な

い

し

い
ち
に
ん

せ
ば
、
我
す
な
わ
ち
慳
貪
に
堕
せ
ん
。
こ
の
事
は
為
め
て
不
可
な
り
」
と
〈
已
上
〉。
こ
の
文
の
意
は
、

わ
れ

け
ん
ど
ん

だ

じ

さ
だ

こ
こ
ろ

今
選
択
集
の
邪
義
を
破
せ
ん
が
た
め
に
、
余
事
を
も
つ
て
詮
と
な
さ
ず
。
故
に
爾
前
得
道
の
有
無
の
実

せ
ん
ち
や
く
し
ゆ
う

に

ぜ

ん

と
く
ど
う

う

む

義
は
こ
れ
を
出
さ
ず
。
追
つ
て
こ
れ
を
撿

う
べ
し
。
た
だ
し
四
十
余
年
の
諸
経
は
、
実
に
凡
夫
の
得
道

い
だ

か
ん
が

な
き
が
故
に
、
法
華
経
を
爾
前
の
流
通
と
せ
ず
。
法
華
経
に
お
い
て
、
十
界
互
具
・
久
遠
実
成
を
顕
わ
し
了お

わ

ん
ぬ
。
故
に
涅
槃
経
は
法
華
経
の
た
め
に
流
通
と
な
る
な
り
。

答
え
て
い
う
、
法
華
経
の
方
便
品
に
「
も
し
小
乗
教
を
も
っ
て
た
だ
一
人
で
も
教
化
す
れ
ば
、
わ
れ
は
法
を
惜

し
む
罪
を
犯
す
か
ら
断
じ
て
い
け
な
い
」
と
あ
る
の
が
そ
の
証
文
で
あ
る
。
こ
の
経
文
の
意
味
は
今
は
省
略
す

る
。
今
こ
の
書
を
著
わ
す
の
は
選
択
集
の
邪
義
を
破
斥
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
こ
と
を
く
わ

し
く
述
べ
る
暇
は
な
い
か
ら
、
法
華
経
以
前
の
経
に
成
仏
得
道
が
あ
る
か
な
い
か
の
論
は
略
し
て
お
く
。
追

い
と
ま

っ
て
く
わ
し
く
調
べ
て
説
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
要
す
る
に
、
四
十
余
年
の
諸
経
に
は
実
際
に
凡
夫
な
ど
の
一

切
の
得
道
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
法
華
経
は
四
十
余
年
の
諸
経
の
流
通
の
経
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
法
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華
経
に
お
い
て
十
界
互
具
と
久
遠
実
成
と
を
説
い
て
、
一
切
衆
生
を
救
済
し
お
わ
っ
た
か
ら
、
涅
槃
経
は
法
華

経
の
た
め
の
流
通
と
な
る
の
で
あ
る
。

大
文
の
第
七
に
、
問
い
に
随
い
て
答
う
と
は
、
も
し
末
代
の
愚
人
、
上
の
六
門
に
依
り
て
、
万
に
一
も
法

ぐ

に

ん

華
経
を
信
ぜ
ば
、
権
宗
の
諸
人
、
或
は
自
ら
惑
え
る
に
依
り
、
或
は
偏
執
に
依
り
て
、
法
華
経
の
行
者

ご
ん
し
ゆ
う

あ
る
い

ま
ど

を
破
せ
ん
が
た
め
に
、
多
く
四
十
余
年
並
に
涅
槃
等
の
諸
経
を
引
い
て
、
こ
れ
を
難
ぜ
ん
。

大
文
の
第
七
に
、
問
い
に
し
た
が
っ
て
答
え
よ
う
。
も
し
末
代
の
愚
か
な
者
が
、
以
上
の
六
章
の
説
明
に
よ
っ

て
、
万
が
一
に
も
法
華
経
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
方
便
教
を
奉
ず
る
他
宗
の
人
び
と
は
、
自
分
が
迷
っ
て
い
る
た

め
か
、
ま
た
は
自
分
の
宗
旨
へ
の
偏
っ
た
考
え
方
に
執
わ
れ
て
法
華
経
を
信
ず
る
人
を
打
破
し
よ
う
と
し
て
、

四
十
余
年
の
経
や
涅
槃
経
な
ど
を
引
い
て
非
難
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
権
教
を
信
ず
る
人
は
こ
れ
多
く
、
或
は
威
勢
に
依
り
、
或
は
世
間
の
資
縁
に
依
り
、
人
の
意

ご
ん
き
よ
う

い

せ

い

し

え

ん

こ
こ
ろ

に
随
い
て
世
路
を
亘
ら
ん
が
た
め
に
し
、
或
は
権
教
に
は
学
者
多
く
、
実
教
に
は
智
者
少
し
。
是
非
に
就

せ

ろ

わ
た

き
て
、
万
に
一
も
実
教
を
信
ず
る
者
あ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
の
故
に
こ
の
一
段
を
撰
ん
で
、
権
人
の
邪
難
を
防

ご
ん
に
ん

ふ
せ

が
ん
。

し
か
も
方
便
教
を
信
ず
る
人
は
多
く
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
数
の
力
を
頼
み
に
威
し
た
り
、
あ
る
い
は
世
間
の

お
ど

人
か
ら
受
け
る
援
助
を
も
っ
て
誘
っ
た
り
、
あ
る
い
は
世
間
の
人
の
意
向
に
迎
合
し
て
世
間
を
渡
る
た
め
に
非
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難
を
加
え
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
方
便
教
を
信
じ
て
い
る
者
に
は
学
者
が
多
く
、
真
実
教
を
信
じ
て
い
る
者
の

中
に
は
智
者
は
少
な
い
か
ら
、
も
し
非
難
攻
撃
さ
れ
た
ら
万
が
一
に
も
真
実
教
を
信
じ
る
者
は
い
な
く
な
っ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
問
答
の
一
章
を
設
け
て
、
方
便
教
の
人
の

邪

な
非
難
を
防
ぐ
の
で
あ
る
。

よ
こ
し
ま

問
う
て
云
く
、
諸
宗
の
学
者
難
じ
て
云
く
、「
華
厳
経
は
報
身
如
来
の
所
説
、
七
処
八
会
皆
頓
極
頓
証
の

ほ
う
じ
ん

し
よ
せ
つ

と
ん
ご
く
と
ん
し
よ
う

法
門
な
り
。
法
華
経
は
応
身
如
来
の
所
説
、
教
主
す
で
に
優
劣
あ
り
。
法
門
に
お
い
て
何
ぞ
浅
深
な
か
ら

お
う
じ
ん

ん
。
随
つ
て
対
告
衆
も
法
慧
・
功
徳
林
・
金
剛
幢
等
な
り
。
永
く
二
乗
を
雑
え
ず
。
法
華
経
は
舎
利
弗
等

た
い
ご
う
し
ゆ

ほ

う

え

く

ど
く
り
ん

こ
ん
ご
う
ど
う

ま
じ

し

や
り
ほ
つ

を
も
つ
て
対
告
衆
と
な
す
」
と
〈
華
厳
宗
の
難
〉。

問
う
て
い
う
、
諸
宗
の
学
者
は
次
の
よ
う
に
非
難
す
る
で
あ
ろ
う
。

華
厳
宗
の
人
が
い
う
に
は
、
華
厳
経
は
毘
盧
舎
那
報
身
如
来
の
説
法
で
あ
っ
て
、
七
つ
の
場
所
で
八
回
開
か
れ

び

る

し

や

な

た
説
法
の
す
べ
て
は
、
仏
の
内
証
を
そ
の
ま
ま
述
べ
た
す
み
や
か
に
成
仏
す
る
教
え
で
あ
る
が
、
法
華
経
は
釈

迦
応
身
如
来
の
説
法
で
あ
る
。
二
経
の
教
主
に
す
で
に
優
劣
が
あ
る
か
ら
、
説
か
れ
た
教
え
に
も
浅
深
の
差
が

な
い
は
ず
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
説
法
の
聴
衆
に
つ
い
て
も
、
華
厳
経
の
対
告
衆
は
法
慧
・
功
徳
林
・
金
剛
幢

な
ど
の
大
菩
薩
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
声
聞
・
縁
覚
な
ど
の
二
乗
の
劣
機
を
相
手
と
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し

法
華
経
は
舎
利
弗
な
ど
の
二
乗
を
相
手
と
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
華
厳
経
は
法
華
経
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
、
と

非
難
す
る
で
あ
ろ
う
。
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法
相
宗
の
ご
と
き
は
、
解
深
密
経
を
も
つ
て
依
憑
と
な
し
て
難
を
加
え
て
云
く
、「
解
深
密
経
は
文
殊
・

ほ
つ
そ
う

げ

じ

ん

み

つ

え
び
よ
う

も
ん
じ
ゆ

観
音
等
を
も
つ
て
対
告
衆
と
な
す
。
勝
義
生
菩
薩
の
領
解
に
は
、
一
代
を
有
・
空
・
中
に
詮
す
。
そ
の
中

か
ん
の
ん

し
よ
う
ぎ
し
よ
う

り
よ
う
げ

う

く
う

ち
ゆ
う

ち
ゆ
う

と
は
華
厳
・
法
華
・
涅
槃
・
深
密
等
な
り
。
法
華
経
の
信
解
品
の
五
時
の
領
解
は
四
大
声
聞
な
り
。
菩

し

ん

げ

ほ

ん

し

だ

い

し
よ
う
も
ん

薩
と
声
聞
と
勝
劣
天
地
な
り
」
と
。

ま
た
法
相
宗
は
解
深
密
経
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
非
難
を
加
え
て
、
解
深
密
経
は
文
殊
や
観
音
な
ど
の
大
菩
薩

を
対
告
衆
と
す
る
か
ら
、
二
乗
を
相
手
と
す
る
法
華
経
よ
り
深
い
教
え
で
あ
る
。
ま
た
勝
義
生
菩
薩
の
領
解
に

よ
れ
ば
、
仏
一
代
の
説
法
を
有
・
空
・
中
の
三
教
に
分
け
、
そ
の
う
ち
の
最
高
の
教
え
で
あ
る
中
道
教
と
い
う

の
は
華
厳
経
・
法
華
経
・
涅
槃
経
・
深
密
経
な
ど
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
天
台
大
師
が
立
て
た
五
時
教
判
の
拠
り

ど
こ
ろ
で
あ
る
法
華
経
信
解
品
は
、
須
菩
提
・
迦
旃
延
・
迦
葉
・
目
連
の
四
大
声
聞
が
自
分
の
領
解
内
容
を
仏

し
ゆ
ぼ
だ
い

か
せ
ん
ね
ん

か
し
よ
う

も
く
れ
ん

に
告
白
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
中
道
教
に
属
す
る
深
密
・
法
華
の
二
経
を
比
べ
る
に
、
菩
薩
の
領
解
と
声

聞
の
領
解
と
で
は
、
そ
の
勝
劣
は
天
地
の
相
異
が
あ
る
と
い
う
で
あ
ろ
う
。

浄
土
宗
の
ご
と
き
は
道
理
を
立
て
て
云
く
、「
我
等
は
法
華
等
の
諸
経
を
誹
謗
す
る
に
あ
ら
ず
。
彼
等
の

わ

れ

ら

ひ

ほ

う

諸
経
は
正
に
は
大
人
の
た
め
、
傍
に
は
凡
夫
の
た
め
な
り
。
断
惑
証
理
理
深
の
教
に
し
て
、
末
代
の
我

し
よ
う

だ
い
に
ん

ぼ
う

ぼ

ん

ぶ

だ
ん
な
く
し
よ
う
り

り

じ

ん

等
こ
れ
を
行
ず
る
に
、
千
人
の
中
に
一
人
も
彼
の
機
に
当
ら
ず
。
在
家
の
諸
人
多
分
は
文
字
を
見
ず
。
ま

か

あ
た

も

ん

じ

た
華
厳
・
法
相
等
の
名
を
聞
か
ず
、
い
わ
ん
や
、
そ
の
義
を
知
ら
ん
や
。
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ま
た
浄
土
宗
で
勝
手
な
道
理
を
立
て
て
い
う
に
は
、
自
分
た
ち
は
法
華
経
な
ど
の
諸
経
を
誹
謗
す
る
の
で
は
な

い
。
そ
れ
ら
の
諸
経
は
正
し
く
は
智
恵
の
す
ぐ
れ
た
菩
薩
の
よ
う
な
人
の
た
め
に
説
き
、
傍
ら
に
は
わ
れ
わ

か
た
わ

れ
凡
夫
の
た
め
に
説
か
れ
た
経
で
あ
る
。
煩
悩
を
断
じ
て
真
理
を
証
る
深
い
道
理
を
説
く
教
え
で
あ
る
か
ら
、

さ
と

末
代
の
愚
か
な
わ
れ
わ
れ
が
修
行
し
て
も
、
千
人
に
一
人
も
そ
の
教
え
を
理
解
す
る
機
根
を
持
っ
た
者
は
い
な

い
。
ま
た
在
家
の
人
び
と
は
多
く
は
文
字
を
知
ら
ず
、
ま
た
華
厳
宗
や
法
相
宗
な
ど
の
名
前
さ
え
聞
い
た
こ
と

の
な
い
者
が
多
い
か
ら
、
ま
し
て
そ
の
内
容
を
知
る
者
な
ど
い
る
は
ず
が
な
い
。

浄
土
宗
の
意
は
、
我
等
凡
夫
は
た
だ
口
に
任
せ
て
六
字
の
名
号
を
称
う
れ
ば
、
現
在
に
は
阿
弥
陀
如
来
、

こ
こ
ろ

ま
か

み
よ
う
ご
う

と
な

あ

み

だ

二
十
五
菩
薩
等
を
遣
わ
し
て
、
身
に
影
の
随
う
が
ご
と
く
、
百
重
千
重
に
行
者
を
囲
遶
し
て
こ
れ
を
守

つ
か

じ
ゆ
う

い
に
よ
う

り
た
も
う
。
故
に
現
世
に
は
七
難
即
滅
七
福
即
生
し
、
乃
至
、
臨
終
の
時
は
必
ず
来
迎
あ
り
て
観
音
の
蓮
台

し
ち
な
ん
そ
く
め
つ
し
ち
ふ
く
そ
く
し
よ
う

な

い

し

ら
い
ご
う

か
ん
の
ん

れ
ん
だ
い

に
乗
じ
、
須
臾
の
間
に
浄
土
に
至
り
、
業
に
随
つ
て
蓮
華
開
け
、
法
華
経
を
聞
い
て
実
相
を
覚
る
。
何

じ
よ
う

し

ゆ

ゆ

ご
う

ぞ
煩
わ
し
く
穢
土
に
お
い
て
余
行
を
行
じ
て
何
の
詮
か
あ
ら
ん
。
た
だ
万
事
を
抛
ち
て
一
向
に
名
号
を
称

え

ど

み
よ
う
ご
う

と
な

え
よ
」
と
云
云
。

浄
土
宗
の
意
は
、
末
代
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
は
た
だ
口
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
六
字
の
名
号
を
称
え
て

い
さ
え
す
れ
ば
、
現
世
に
は
阿
弥
陀
如
来
が
観
音
・
勢
至
な
ど
の
二
十
五
人
の
菩
薩
を
娑
婆
に
派
遣
し
て
、
影

の
身
体
に
随
う
よ
う
に
百
重
千
重
に
行
者
を
取
り
囲
ん
で
守
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
現
世
に
は
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七
難
が
滅
し
て
七
福
が
生
じ
、
最
期
臨
終
の
時
に
は
必
ず
来
迎
が
あ
っ
て
、
観
音
菩
薩
の
蓮
の
台
に
乗
っ
て

う
て
な

た
ち
ま
ち
の
間
に
極
楽
浄
土
に
行
き
、
そ
の
行
者
の
娑
婆
で
の
行
業
に
し
た
が
っ
て
蓮
華
が
開
い
て
、
法
華
経

を
聞
い
て
諸
法
の
真
実
の
相
の
理
を
覚
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
他
宗
の
行
者
の
よ
う
に
穢
土
で
あ
る
こ

の
世
に
お
い
て
わ
ざ
わ
ざ
難
し
い
修
行
を
し
て
苦
労
し
て
何
に
な
る
の
か
。
た
だ
万
事
を
抛
っ
て
弥
陀
の
名

な
げ
う

号
を
称
え
る
が
よ
い
、
と
い
う
で
あ
ろ
う
。

禅
宗
等
の
人
云
く
、「
一
代
の
聖

教
は
月
を
指
す
指
な
り
。
天
地
日
月
等
も
汝
等
が
妄
心
よ
り
出
た
り
。

し
よ
う
ぎ
よ
う

さ

い
で

十
方
の
浄
土
も
執
心
の
影
像
な
り
。
釈
迦
・
十
方
の
仏
陀
は
汝
が
覚
心
の
所
変
な
り
。
文
字
に
執
す
る

じ
つ
ぽ
う

し
ゆ
う
し
ん

え
い
ぞ
う

か
く
し
ん

し
よ
へ
ん

も

ん

じ

者
は
株
を
守
る
愚
人
な
り
。
我
が
達
磨
大
師
は
文
字
を
立
て
ず
、
方
便
を
仮
ら
ず
。
一
代
聖
教
の
外
に

く
い
ぜ

ぐ

に

ん

だ

る

ま

仏
、
迦
葉
に
印
し
て
こ
の
法
を
伝
う
。
法
華
経
等
は
い
ま
だ
真
実
を
宣
べ
ず
」
と
〈
已
上
〉。
こ
れ
ら
の

い
ん

諸
宗
の
難
一
に
あ
ら
ず
。
如
何
が
法
華
経
の
信
心
を
壊
ら
ざ
る
べ
し
や
。

い
つ

い

か

ん

や
ぶ

ま
た
禅
宗
の
人
び
と
は
、
一
代
の
聖
教
は
た
と
え
ば
月
を
さ
す
指
に
す
ぎ
な
い
。
天
地
も
日
月
も
み
な
汝
ら
の

迷
い
の
心
か
ら
出
た
影
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
十
方
の
浄
土
も
ま
た
す
で
に
汝
の
執
着
の
心
の
影
で
あ
る
。

釈
迦
や
十
方
の
仏
陀
も
汝
の
覚
り
の
心
の
変
現
で
あ
る
。
文
字
に
執
着
す
る
者
は
旧
習
に
執
わ
れ
て
い
る
愚
か

者
で
あ
る
。
わ
が
達
磨
大
師
は
文
字
も
立
て
ず
、
方
便
も
借
り
ず
に
、
直
ち
に
仏
の
心
を
伝
え
よ
う
と
い
う
の

で
あ
る
。
一
代
聖
教
の
ほ
か
に
仏
が
迦
葉
に
伝
え
た
禅
法
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
。
法
華
経
な
ど
は
ま
だ

仏
の
真
実
の
心
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
諸
宗
か
ら
の
非
難
は
一
通
り
で
は
な
く
、
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ま
だ
多
く
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ど
う
し
て
こ
れ
ら
に
対
し
て
法
華
経
の
信
心
を
破
ら
ず
に
守
り
通
す
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
か
。

答
え
て
云
く
、
法
華
経
の
行
者
は
心
中
に
、「
四
十
余
年
、
已
今
当
、
皆
是
真
実
、
依
法
不
依
人
」
等
の

い

こ

ん

と

う

か

い

ぜ

し
ん
じ
つ

え

ほ

う

ふ

え

に

ん

文
を
存
し
て
、
し
か
も
外
に
語
に
こ
れ
を
出
さ
ず
。
難
に
随
つ
て
こ
れ
を
問
う
べ
し
。
そ
も
そ
も
所
立

こ
と
ば

い
だ

し
よ
り
ゆ
う

の
宗
義
は
何
れ
の
経
に
依
る
や
と
。
彼
経
を
引
か
ば
、
引
く
に
随
い
て
ま
た
こ
れ
を
尋
ね
よ
。
一
代
五
十

し
ゆ
う
ぎ

い
ず

か
れ

年
の
間
の
説
の
中
に
、
法
華
経
よ
り
先
か
、
後
か
、
同
時
な
る
か
、
ま
た
先
後
不
定
な
る
か
と
。
も
し
先

さ
き

の
ち

ふ
じ
よ
う

と
答
え
ば
「
未
顕
真
実
」
の
文
を
も
つ
て
こ
れ
を
責
め
よ
。

せ

答
え
て
い
う
、
法
華
経
の
行
者
は
無
量
義
経
の
「
四
十
余
年
の
経
は
ま
だ
真
実
を
説
き
顕
わ
し
て
い
な
い
」
の

文
や
、
法
華
経
法
師
品
の
「
已
に
説
き
、
今
説
き
、
当
に
説
く
経
の
中
で
、
こ
の
法
華
経
は
最
も
信
じ
が
た
く
解

す
で

ま
さ

さ
と

り
が
た
い
」
の
三
説
超
過
の
文
や
、
宝
塔
品
の
「
釈
迦
牟
尼
世
尊
の
所
説
は
み
な
真
実
で
あ
る
」
の
多
宝
証
明

の
文
や
、
涅
槃
経
如
来
性
品
の
「
教
法
に
依
っ
て
人
師
に
依
る
な
」
な
ど
の
経
文
を
心
中
に
深
く
留
め
て
お
い

て
、
軽
々
し
く
言
葉
に
出
さ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
他
宗
の
非
難
に
対
し
て
は
逆
に
質
問
す

る
が
よ
い
。
そ
も
そ
も
汝
の
宗
で
立
て
る
と
こ
ろ
の
教
義
は
ど
の
経
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
と
。
そ

こ
で
彼
が
経
を
引
い
て
答
え
た
な
ら
ば
、
ま
た
そ
の
引
用
し
た
経
に
つ
い
て
質
問
す
る
が
よ
い
。
そ
の
経
は
仏

一
代
五
十
年
の
説
法
の
中
で
何
時
の
経
か
、
法
華
経
よ
り
前
で
あ
る
か
、
後
で
あ
る
か
、
同
時
で
あ
る
か
、
あ

い

つ

る
い
は
前
後
不
定
で
あ
る
か
と
。
そ
の
時
も
し
法
華
経
よ
り
前
で
あ
る
と
答
え
た
な
ら
ば
、「
四
十
余
年
の
経
は
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ま
だ
真
実
を
説
き
顕
わ
し
て
い
な
い
」
と
い
う
無
量
義
経
の
文
で
責
め
る
が
よ
い
。

あ
え
て
彼
の
経
の
説
相
を
尋
ね
る
こ
と
な
か
れ
。
後
と
答
え
ば
「
当
説
」
の
文
を
も
つ
て
こ
れ
を
責
め
よ
。

か

せ
つ
そ
う

と
う
せ
つ

同
時
な
り
と
答
え
ば
「
今
説
」
の
文
を
も
つ
て
こ
れ
を
責
め
よ
。
不
定
と
答
え
ば
、
不
定
の
経
は
大
部
の

こ
ん
せ
つ

経
に
あ
ら
ず
、
一
時
一
会
の
説
に
し
て
、
ま
た
物
の
数
に
あ
ら
ず
。
そ
の
上
、
不
定
の
経
と
い
え
ど
も
三

い

ち

じ

い

ち

え

説
を
出
で
ず
。
た
と
い
百
千
万
の
義
を
立
つ
る
と
い
え
ど
も
、
四
十
余
年
等
の
文
を
載
せ
て
、
虚
妄
と
称

い

こ

も

う

せ
ざ
る
よ
り
外
は
用
う
べ
か
ら
ず
。

あ
え
て
か
の
経
の
内
容
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
質
問
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
も
し
法
華
経
よ
り
後
で
あ
る
と
答

え
た
な
ら
ば
、
法
師
品
の
「
当
に
説
か
ん
」
の
経
文
で
責
め
よ
。
ま
た
法
華
経
と
同
時
で
あ
る
と
答
え
た
な
ら

ま
さ

ば
、「
今
説
く
」
の
経
文
で
責
め
よ
。
ま
た
前
後
は
不
定
で
あ
る
と
答
え
た
な
ら
ば
、
前
後
不
定
の
経
は
代
表
的

経
典
で
は
な
く
、
一
時
一
会
の
特
定
の
時
、
特
定
の
人
に
対
す
る
方
便
説
で
あ
る
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
。
し

か
も
不
定
と
い
っ
て
も
「
已
に
説
き
、
今
説
き
、
当
に
説
か
ん
」
と
い
う
三
説
の
ほ
か
に
出
る
も
の
で
は
な
い
。

た
と
え
百
千
万
の
意
義
を
言
い
立
て
て
も
「
四
十
余
年
の
経
は
ま
だ
真
実
を
説
き
顕
わ
し
て
い
な
い
」
な
ど
の

経
文
が
虚
妄
で
あ
る
と
い
う
経
文
以
外
は
、
そ
の
経
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

仏
の
遺
言
に
「
不
了
義
経
に
依
ら
ざ
れ
」
と
云
う
が
故
な
り
。
ま
た
智
儼
・
嘉
祥
・
慈
恩
・
善
導
等
を
引

ち

ご
ん

か
じ
よ
う

じ

お

ん

ぜ
ん
ど
う

い
て
、
徳
を
立
て
難
ず
と
い
え
ど
も
、
法
華
・
涅
槃
に
違
う
人
師
に
お
い
て
は
用
う
べ
か
ら
ず
。「
法
に
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依
り
て
人
に
依
ら
ざ
れ
」
の
金
言
を
仰
ぐ
が
故
な
り
。

き
ん
げ
ん

そ
れ
は
仏
の
遺
言
に
「
不
了
義
経
に
依
る
な
」
と
誡
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
華
厳
宗
の
智
儼
・

い
ま
し

三
論
宗
の
嘉
祥
・
法
相
宗
の
慈
恩
・
浄
土
宗
の
善
導
な
ど
の
言
葉
を
引
い
て
、
彼
ら
の
高
徳
を
言
い
立
て
、
そ

の
す
ぐ
れ
た
人
師
の
い
う
こ
と
は
真
実
で
あ
る
と
非
難
を
加
え
て
き
て
も
、
法
華
経
と
涅
槃
経
の
教
え
に
背
く

人
師
の
言
葉
を
信
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
教
法
に
依
っ
て
人
師
に
依
る
な
」
と
の
仏
の
誡
め
を
堅
く

守
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
法
華
経
を
信
ず
る
愚
者
の
た
め
に
、
二
種
の
信
心
を
立
つ
。

一
に
は
、
仏
に
就
い
て
信
を
立
て
、
二
に
は
、
経
に
就
い
て
信
を
立
つ
。

仏
に
就
い
て
信
を
立
つ
と
は
、
権
宗
の
学
者
来
り
難
じ
て
云
わ
ん
。
善
導
和
尚
は
三
昧
発
得
の
人
師
、
本
地

ご
ん
し
ゆ
う

き
た

さ
ん
ま
い
ほ
つ
と
く

に

ん

し

ほ

ん

じ

は
弥
陀
の
化
身
な
り
。
慈
恩
大
師
は
十
一
面
観
音
の
化
身
に
し
て
、
ま
た
筆
端
よ
り
舎
利
を
雨
ら
す
。
こ

み

だ

け

し

ん

し

や

り

ふ

れ
ら
の
諸
人
は
皆
彼
々
の
経
々
に
依
り
て
皆
証
あ
り
。
何
ぞ
汝
彼
の
経
に
依
ら
ず
、
ま
た
彼
の
師
の
義

か
れ
が
れ

し
よ
う

か

か

を
用
い
ざ
る
や
。

ま
た
法
華
経
を
信
ず
る
愚
か
な
人
の
心
得
の
た
め
に
、
二
種
の
信
心
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。

一
に
は
仏
に
つ
い
て
信
心
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
、
二
に
は
経
に
つ
い
て
信
心
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
一
に
仏
に
つ
い
て
信
心
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
方
便
教
を
信
ず
る
他
宗
の
学
者
が
次
の
よ
う
に
非
難
す
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る
で
あ
ろ
う
。
善
導
和
尚
は
念
仏
三
昧
に
入
っ
て
覚
り
を
開
い
た
人
で
、
そ
の
本
地
は
阿
弥
陀
如
来
で
、
弥
陀

が
こ
の
世
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
き
た
人
で
あ
る
。
ま
た
慈
恩
大
師
は
十
一
面
観
音
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
、
そ
の

筆
の
先
か
ら
仏
舎
利
を
ふ
ら
し
た
ほ
ど
の
徳
の
あ
る
人
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
み
な
彼
ら
の
拠
り
ど
こ

ろ
と
す
る
経
々
の
文
を
証
拠
と
し
て
教
え
を
立
て
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
汝
は
な
ぜ
そ
れ
ら
の
経
々
を
信
ぜ
ず
、

ま
た
彼
ら
人
師
の
意
見
を
用
い
な
い
の
か
と
。

答
え
て
曰
く
、
汝
聞
け
。
一
切
の
権
宗
の
大
師
・
先
徳
並
に
舎
利
弗
・
目
連
・
普
賢
・
文
殊
・
観
音
乃
至

し
や
り
ほ
つ

も
く
れ
ん

ふ

げ

ん

も
ん
じ
ゆ

か
ん
の
ん

阿
弥
陀
・
薬
師
・
釈
迦
如
来
、
我
等
が
前
に
集
り
て
説
き
て
云
く
、
法
華
経
は
汝
等
の
機
に
叶
わ
ず
、
念

あ

み

だ

や

く

し

し

や

か

に
よ
ら
い

仏
等
の
権
経
の
行
を
修
し
て
往
生
を
遂
げ
て
、
後
に
法
華
経
を
覚
れ
と
。
か
く
の
ご
と
き
説
を
聞
く
と

ご
ん
き
よ
う

ぎ
よ
う

し
ゆ

と

さ
と

い
え
ど
も
、
あ
え
て
用
う
べ
か
ら
ず
。

答
え
て
い
う
、
汝
聞
き
な
さ
い
。
も
し
一
切
の
方
便
教
を
信
ず
る
他
宗
の
大
師
・
先
徳
、
舎
利
弗
・
目
連
、
普

賢
・
文
殊
・
観
音
、
あ
る
い
は
阿
弥
陀
・
薬
師
・
釈
迦
如
来
な
ど
が
わ
れ
ら
の
前
に
集
ま
り
来
た
っ
て
、
法
華

経
は
汝
ら
の
よ
う
な
末
代
の
劣
っ
た
機
根
の
者
に
は
合
わ
な
い
か
ら
、
念
仏
な
ど
の
方
便
経
の
修
行
を
し
て
極

楽
世
界
に
往
生
し
て
か
ら
、
後
に
浄
土
で
法
華
経
を
覚
る
が
よ
い
と
説
か
れ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
こ
れ
を
用

い
て
は
な
ら
な
い
。

そ
の
故
は
四
十
余
年
の
諸
経
に
は
、
法
華
経
の
名
字
を
呼
ば
ず
。
何
れ
の
処
に
か
機
の
堪
・
不
堪
を
論
ぜ

み
よ
う
じ

い
ず

か
ん

ふ

か

ん
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ん
。
法
華
経
に
お
い
て
は
、
多
宝
・
釈
迦
・
十
方
の
諸
仏
、
一
処
に
集
ま
り
て
撰
び
定
め
て
云
く
、「
法

を
し
て
久
し
く
住
せ
し
む
」「
如
来
の
滅
後
に
お
い
て
閻
浮
提
の
内
に
広
く
流
布
せ
し
め
、
断
絶
せ
ざ
ら

え

ん

ぶ

だ

い

し
む
」
と
。
こ
の
外
に
今
仏
出
で
来
り
て
、
法
華
経
を
末
代
不
相
応
と
定
め
ば
、
す
で
に
法
華
経
に
違
う
。

い
ま

い

ま
つ
だ
い

ふ
そ
う
お
う

知
ん
ぬ
、
こ
の
仏
は
涅
槃
経
に
出
す
所
の
滅
後
の
魔
仏
な
り
。
こ
れ
を
信
用
す
べ
か
ら
ず
。
そ
の
已
下
の

い
だ

ま

ぶ

つ

い

げ

菩
薩
・
声
聞
・
比
丘
等
は
ま
た
言
論
す
る
に
及
ば
ず
。
こ
れ
ら
は
不
審
も
な
し
。
涅
槃
経
に
記
す
と
こ
ろ

ご
ん
ろ
ん

し
る

の
滅
後
の
魔
の
所
変
の
菩
薩
等
な
り
。

そ
の
理
由
は
、
四
十
余
年
の
諸
経
の
中
に
は
法
華
経
の
名
前
を
一
度
も
呼
び
あ
げ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
法
華
経
と
諸
経
と
を
比
べ
て
、
い
ず
れ
が
下
根
下
機
の
者
に
合
う
経
で
あ
る
か
な
ど
を
論
じ
て
い

る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
華
経
に
お
い
て
は
、
釈
迦
・
多
宝
・
十
方
の
諸
仏
が
一
処
に
集
ま
っ

て
撰
び
定
め
て
い
わ
れ
る
に
は
「
こ
の
法
華
経
を
永
く
こ
の
世
界
に
留
め
て
お
こ
う
」「
仏
の
滅
後
に
こ
の
世
界

の
内
に
広
く
流
布
し
て
断
絶
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
あ
る
。
も
し
こ
の
三
仏
の
ほ
か
に
新
し
い
仏
が
出
現

し
て
、
法
華
経
は
末
代
の
時
機
に
合
わ
な
い
経
で
あ
る
な
ど
と
定
め
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
法
華
経
の
三
仏
の

定
め
に
相
違
す
る
。
ゆ
え
に
そ
の
仏
は
涅
槃
経
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
仏
滅
後
に
仏
教
破
壊
の
た
め
に
仏

の
姿
に
化
け
た
悪
魔
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
仏
は
信
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て
そ
れ
以
下
の
菩
薩
や

声
聞
や
比
丘
な
ど
も
言
論
ず
る
に
及
ば
な
い
。
こ
れ
ら
は
疑
い
も
な
く
涅
槃
経
に
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
仏
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滅
後
の
悪
魔
が
姿
を
変
じ
て
菩
薩
な
ど
の
姿
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
故
は
、
法
華
経
の
座
は
、
三
千
大
千
世
界
の
外
、
四
百
万
億
阿
僧
祇
の
世
界
な
り
。
そ
の
中
に
充
満

あ

そ

う

ぎ

せ
る
菩
薩
・
二
乗
・
人
天
・
八
部
等
、
皆
如
来
の
告
勅
を
蒙
む
り
、
各
々
所
在
の
国
土
に
法
華
経
を
弘

ご
う
ち
よ
く

こ
う

お
の
お
の

む
べ
き
の
由
、
こ
れ
を
願
い
ぬ
。
善
導
等
も
し
権
者
な
ら
ば
、
何
ぞ
竜
樹
・
天
親
等
の
ご
と
く
、
権
教

よ
し

ご
ん
じ
や

り
ゆ
う
じ
ゆ

て
ん
じ
ん

を
弘
め
て
後
に
法
華
経
を
弘
め
ざ
る
や
。
法
華
経
の
告
勅
の
数
に
入
ら
ざ
る
や
。
何
ぞ
仏
の
ご
と
く
権
教

を
弘
め
て
後
に
法
華
経
を
弘
め
ざ
る
や
。
も
し
こ
の
義
な
く
ん
ば
、
た
と
い
仏
た
り
と
い
え
ど
も
、
こ
れ

を
信
ず
べ
か
ら
ず
。
今
は
法
華
経
の
中
の
仏
を
信
ず
。
故
に
仏
に
就
い
て
信
を
立
つ
と
云
う
な
り
。

そ
の
理
由
は
、
法
華
経
の
説
法
の
座
は
霊
鷲
山
に
限
ら
ず
、
三
千
大
千
世
界
の
ほ
か
に
四
百
万
億
阿
僧
祇
の

り
よ
う
じ
ゆ
せ
ん

世
界
を
も
収
め
て
い
て
、
こ
の
広
大
な
世
界
の
中
に
充
ち
満
ち
て
い
る
菩
薩
・
二
乗
・
人
・
天
・
八
部
な
ど
は
、

み
な
仏
の
勅
命
を
受
け
て
、
お
の
お
の
の
住
ん
で
い
る
国
土
に
法
華
経
を
弘
め
ま
す
と
誓
願
し
た
か
ら
で
あ
る
。

善
導
な
ど
が
も
し
仏
・
菩
薩
の
権
化
の
聖
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
竜
樹
や
天
親
な
ど
の
よ
う
に
は
じ
め

に
方
便
教
を
弘
め
、
後
に
法
華
経
を
弘
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
、
ど
う
し
て
法
華
経
弘
通
の
勅
命
を
受
け
た

仲
間
の
内
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
、
ど
う
し
て
仏
の
な
さ
れ
た
よ
う
に
先
に
方
便
教
を
弘
め
後
に
法
華

経
を
弘
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
。
も
し
こ
の
前
権
後
実
の
説
法
の
次
第
順
序
に
随
わ
な
け
れ
ば
、
た
と
え
そ

れ
が
仏
で
あ
ろ
う
と
も
信
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
今
は
法
華
経
の
中
の
仏
だ
け
を
信
ず
べ
き
こ
と
を
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説
い
た
か
ら
、
仏
に
つ
い
て
信
心
を
立
て
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
釈
迦
如
来
の
所
説
を
、
他
仏
こ
れ
を
証
す
る
を
実
説
と
称
せ
ば
、
何
ぞ
阿
弥
陀
経
を
信
ぜ

ざ
る
や
。

問
う
て
い
う
、
釈
迦
如
来
の
説
法
を
他
の
仏
が
証
明
し
た
か
ら
真
実
の
説
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
経

に
も
同
じ
よ
う
な
文
が
あ
る
か
ら
、
な
ぜ
阿
弥
陀
経
を
も
信
じ
な
い
の
で
あ
る
か
。

答
え
て
云
く
、
阿
弥
陀
経
に
お
い
て
は
、
法
華
経
の
ご
と
き
証

明
な
き
が
故
に
こ
れ
を
信
ぜ
ず
。

し
よ
う
み
よ
う

答
え
て
い
う
、
阿
弥
陀
経
に
は
法
華
経
の
よ
う
な
他
仏
の
証
明
が
な
い
か
ら
信
じ
な
い
の
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
阿
弥
陀
経
を
見
る
に
、
釈
迦
如
来
所
説
の
一
日
七
日
の
念
仏
を
、
六
方
の
諸
仏
舌
を
出
し

い
だ

三
千
を
覆
う
て
、
こ
れ
を
証
明
せ
り
。
何
ぞ
証
明
な
し
と
云
う
や
。

お
お

問
う
て
い
う
、
阿
弥
陀
経
を
見
る
と
、
釈
迦
如
来
が
説
か
れ
た
一
日
か
ら
七
日
の
間
勧
め
ら
れ
た
念
仏
が
極
楽

往
生
の
原
因
と
な
る
こ
と
を
、
東
西
南
北
上
下
の
六
方
の
諸
仏
が
舌
を
出
し
、
そ
の
舌
で
三
千
世
界
を
覆
っ
て

そ
の
真
実
を
証
明
し
た
と
い
う
。
ど
う
し
て
阿
弥
陀
経
に
他
仏
の
証
明
が
な
い
と
い
う
の
か
。

答
え
て
云
く
、
阿
弥
陀
経
に
お
い
て
は
全
く
法
華
経
の
ご
と
き
証
明
な
し
。
た
だ
釈
迦
一
仏
、
舎
利
弗
に

向
い
て
説
き
て
言
く
、
我
一
人
阿
弥
陀
経
を
説
く
の
み
に
あ
ら
ず
、
六
方
の
諸
仏
舌
を
出
し
三
千
を
覆
う

わ
れ

い
だ
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て
阿
弥
陀
経
を
説
く
と
云
う
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
ら
は
釈
迦
一
仏
の
説
な
り
。
あ
え
て
諸
仏
は
来
り
た
ま

わ
ず
。
こ
れ
ら
は
権
文
な
り
。
四
十
余
年
の
間
は
教
主
も
権
仏
の
始
覚
の
仏
な
り
。
仏
権
な
る
が
故
に
所
説

ご
ん
も
ん

ご
ん

し

が

く

ご
ん

し
よ
せ
つ

も
ま
た
権
な
り
。
故
に
四
十
余
年
の
権
仏
の
説
は
こ
れ
を
信
ず
べ
か
ら
ず
。
今
の
法
華
・
涅
槃
は
久
遠
実

成
の
円
仏
の
実
説
な
り
。
十
界
互
具
の
実
言
な
り
。
ま
た
多
宝
・
十
方
の
諸
仏
来
り
て
こ
れ
を
証
明
し
た

じ
つ
か
い

ご

ぐ

き
た

も
う
、
故
に
こ
れ
を
信
ず
べ
し
。
阿
弥
陀
経
の
説
は
無
量
義
経
の
「
未
顕
真
実
」
の
語
に
壊
れ
了
ん
ぬ
。

お
わ

全
く
釈
迦
一
仏
の
語
に
し
て
、
諸
仏
の
証
明
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。

答
え
て
い
う
、
阿
弥
陀
経
に
は
ま
っ
た
く
法
華
経
の
よ
う
な
他
仏
の
証
明
は
な
い
。
た
だ
釈
迦
一
仏
が
舎
利
弗

に
向
か
っ
て
説
か
れ
る
に
は
、「
自
分
一
人
だ
け
が
阿
弥
陀
経
を
説
く
だ
け
で
な
く
、
六
方
の
諸
仏
も
広
長
舌
を

出
し
て
三
千
世
界
を
覆
い
、
阿
弥
陀
経
を
説
い
て
い
る
」
と
い
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
釈
迦
一
仏
が
言
わ
れ
た

だ
け
で
あ
っ
て
、
六
方
の
諸
仏
が
こ
の
娑
婆
世
界
に
来
て
釈
迦
仏
の
説
を
証
明
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
も

こ
れ
は
方
便
経
の
文
で
あ
る
。
四
十
余
年
の
間
は
教
主
釈
尊
も
方
便
の
仮
り
の
仏
で
、
伽
耶
城
に
近
い
菩
提

か

や

じ
よ
う

樹
の
下
で
始
め
て
覚
り
を
開
い
た
仏
で
あ
る
。
教
主
が
方
便
の
仏
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
の
教
え
も

ま
た
方
便
の
教
え
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
四
十
余
年
の
方
便
の
仏
の
説
法
は
信
じ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
今
の
法
華
経
や
涅
槃
経
は
久
遠
実
成
の
仏
の
説
か
れ
た
真
実
の
教
え
で
あ
る
。
十
界
互
具
を
説

き
顕
わ
し
た
真
実
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
多
宝
仏
や
十
方
の
諸
仏
も
集
ま
り
来
た
っ
て
真
実
の
証
明
を

さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
信
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
経
の
説
は
無
量
義
経
の
「
四
十
余
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年
の
経
は
ま
だ
真
実
を
説
き
顕
わ
し
て
い
な
い
」
の
語
に
破
ら
れ
た
説
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
証
明
も
釈
迦
一

仏
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
諸
仏
の
証
明
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

二
に
、
経
に
就
い
て
信
を
立
つ
と
は
、
無
量
義
経
に
四
十
余
年
の
諸
経
を
挙
げ
て
「
い
ま
だ
真
実
を
顕
さ

ず
」
と
云
う
。
涅
槃
経
に
云
く
、「
如
来
は
虚
妄
の
言
な
し
と
い
え
ど
も
、
も
し
衆
生
虚
妄
の
説
に
因
り

こ

も

う

よ

て
法
利
を
得
る
と
知
れ
ば
、
宜
し
き
に
随
つ
て
方
便
し
て
す
な
わ
ち
た
め
に
こ
れ
を
説
き
た
も
う
」
と
。

よ
ろ

ま
た
云
く
、「
了
義
経
に
依
り
て
不
了
義
経
に
依
ら
ざ
れ
」
と
〈
已
上
〉。

第
二
に
経
に
つ
い
て
信
心
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
量
義
経
に
四
十
余
年
の
諸
経
を
あ
げ
て
「
ま
だ
真
実

を
説
き
顕
わ
し
て
い
な
い
」
と
い
い
、
涅
槃
経
の
梵
行
品
に
は
「
如
来
に
虚
妄
の
言
は
な
い
け
れ
ど
も
、
も
し

衆
生
が
虚
妄
の
説
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
と
知
れ
ば
、
時
と
相
手
に
応
じ
て
方
便
の
教
え
を
説
く
」
と
あ
り
、

ま
た
如
来
性
品
に
は
「
了
義
経
に
依
っ
て
不
了
義
経
に
依
る
な
」
と
も
あ
る
。

か
く
の
ご
と
き
の
文
一
に
あ
ら
ず
。
皆
四
十
余
年
の
自
説
の
諸
経
を
、
虚
妄
・
方
便
・
不
了
義
経
・
魔
説

こ

も

う

ほ
う
べ
ん

ふ
り
よ
う
ぎ
き
よ
う

と
称
す
。
こ
れ
皆
人
を
し
て
そ
の
経
を
捨
て
て
、
法
華
・
涅
槃
に
入
ら
し
め
ん
が
た
め
な
り
。
し
か
る
に

何
の
恃
み
あ
り
て
、
妄
語
の
経
を
留
め
て
行
儀
を
企
て
、
得
道
を
期
す
る
や
。
今
権
教
の
情
執
を
捨
て
て
、

た
の

ぎ
よ
う
ぎ

ご

偏
に
実
教
を
信
ず
。
故
に
経
に
就
い
て
信
を
立
つ
と
云
う
な
り
。

こ
の
よ
う
な
経
文
は
一
通
り
で
は
な
く
数
多
く
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
み
な
四
十
余
年
の
間
に
説
か
れ
た
諸
経
を
、
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仏
み
ず
か
ら
虚
妄
で
あ
る
、
方
便
で
あ
る
、
不
了
義
経
で
あ
る
、
魔
の
説
い
た
も
の
で
あ
る
な
ど
と
言
わ
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
仏
が
説
か
れ
た
の
は
、
み
な
衆
生
に
方
便
経
を
捨
て
て
法
華
経
や
涅
槃
経
に

入
ら
せ
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
何
を
頼
み
と
し
て
か
、
妄
語
の
経
に
留
ま
っ
て
修
行
し

た
り
、
得
道
を
願
っ
た
り
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
は
方
便
教
に
執
着
す
る
気
持
ち
を
捨
て
て
、
た
だ
真
実
教

だ
け
を
信
ず
べ
き
こ
と
を
説
い
た
か
ら
、
経
に
つ
い
て
信
心
を
立
て
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

問
う
て
云
く
、
善
導
和
尚
も
人
に
就
い
て
信
を
立
て
、
行
に
就
い
て
信
を
立
つ
。
何
の
差
別
あ
ら
ん
や
。

に
ん

問
う
て
い
う
、
善
導
和
尚
も
人
に
つ
い
て
信
心
を
立
て
、
行
に
つ
い
て
信
心
を
立
て
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、

今
の
仏
に
つ
い
て
信
心
を
立
て
、
経
に
つ
い
て
信
心
を
立
て
る
こ
と
と
、
ど
の
よ
う
な
差
別
が
あ
る
の
か
。

答
え
て
云
く
、
彼
は
阿
弥
陀
経
等
の
三
部
に
依
り
て
こ
れ
を
立
て
、
一
代
の
経
に
お
い
て
了
義
経
・
不
了

か
れ

さ

ん

ぶ

義
経
を
分
た
ず
し
て
こ
れ
を
立
つ
。
故
に
法
華
・
涅
槃
の
義
に
対
し
て
、
こ
れ
を
難
ず
る
時
は
そ
の
義
壊

れ
了
ん
ぬ
。

お
わ答

え
て
い
う
、
善
導
は
阿
弥
陀
経
な
ど
の
三
部
経
に
よ
っ
て
立
て
た
の
で
あ
っ
て
、
広
く
仏
の
一
代
五
十
年
の

教
法
に
お
け
る
了
義
経
と
不
了
義
経
と
を
分
け
て
立
て
た
の
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
了
義
経
か
不
了
義
経
か
を
分

別
し
、
了
義
経
で
あ
る
法
華
経
や
涅
槃
経
に
基
づ
い
て
立
て
た
教
義
と
比
較
し
て
論
ず
る
時
は
、
不
了
義
経
に

依
る
善
導
の
教
義
は
破
れ
去
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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守
護
国
家
論

解
説
『
日
蓮
宗
事
典
』
よ
り

一
篇
。
日
蓮
聖
人
著
。
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
撰
述
。
三
八
歳
。
鎌
倉
に
お
け
る
著
述
。
真
筆
身
延
久

遠
寺
曽
存
。
本
書
は
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
撰
述
の
『
立
正
安
国
論
』
と
共
に
、
聖
人
初
期
の
教
学
を

代
表
す
る
重
要
な
著
述
で
あ
る
。

本
書
執
筆
の
目
的
は
源
空
浄
土
教
の
謗
法
を
批
判
し
、
末
法
の
時
代
に
お
け
る
衆
生
救
済
と
国
土
の
安
泰

は
法
華
経
の
み
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
明
す
に
あ
る
。
即
ち
聖
人
自
ら
序
文
に
「
中
昔
邪
智
の
上
人
有
て
末

代
の
愚
人
の
た
め
に
一
切
の
宗
義
を
破
し
て
選
択
集
一
巻
を
造
る
。（
略
）
此
悪
義
を
破
ら
ん
が
た
め
に

亦
多
く
の
書
有
り
。（
略
）
未
だ
選
択
集
謗
法
の
根
源
を
顕
さ
ず
。
故
に
還
て
悪
法
の
流
布
を
増
す
。（
略
）

予
此
事
を
歎
く
間
一
巻
の
書
を
造
て
選
択
集
の
謗
法
の
縁
起
を
顕
し
、
名
け
て
守
護
国
家
論
と
号
す
」（
定

八
九
－
九
〇
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
即
ち
聖
人
以
前
に
も
高
弁
ら
の
高
僧
碩
学
に
よ
っ
て
『
選
択
集
』
批

判
の
書
が
著
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
『
選
択
集
』
の
謗
法
の
根
源
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
、
か
え
っ
て
そ
の
流
布
を
助
長
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
改
め
て
破

折
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
聖
人
は
七
科
十
六
門
の
科
文
を
立
て
た
完
備
し
た
構
成
の
も
と
に
、
源
空
の
『
選
択
集
』
が
正
法

を
破
壊
し
、
衆
生
を
悪
道
に
導
き
入
れ
、
国
土
に
災
難
を
も
た
ら
す
謗
法
の
悪
書
と
し
て
告
発
し
、
徹
底

的
に
糾
弾
す
る
の
で
あ
る
。



( 2 )

聖
人
は
第
一
に
仏
の
経
教
に
は
権
実
二
教
が
あ
り
、
法
華
経
以
外
の
諸
経
は
す
べ
て
仏
の
方
便
権
教
で
あ

り
、
法
華
経
の
み
が
仏
の
出
世
本
懐
を
明
か
し
た
唯
一
真
実
の
教
法
で
あ
る
と
す
る
。
聖
人
は
法
華
最
勝

真
実
を
証
明
す
る
の
に
智
顗
の
五
時
判
を
継
承
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
二
乗
作
仏
・
久
遠
実
成
の
説
不
説

を
挙
げ
て
い
る
。

第
二
に
仏
滅
後
の
正
像
末
三
時
に
お
け
る
仏
法
の
興
廃
を
論
じ
て
、
特
に
末
法
の
時
代
に
最
も
相
応
し
た

教
え
は
法
華
経
の
み
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

第
三
に
『
選
択
集
』
が
正
法
た
る
法
華
経
を
誹
謗
す
る
邪
悪
の
書
で
あ
る
こ
と
を
同
書
の
本
文
を
引
用
し

て
具
体
的
に
指
摘
す
る
。

第
四
に
こ
の
よ
う
な
謗
法
者
を
対
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
文
が
あ
る
と
し
て
『
仁
王
経
』『
大
集
経
』

『
涅
槃
経
』『
金
光
明
経
』
等
を
挙
げ
、
謗
法
対
治
の
任
に
当
る
べ
き
者
と
し
て
国
主
を
想
定
し
て
い
る
。

こ
こ
に
お
け
る
主
張
は
、
そ
の
ま
ま
『
立
正
安
国
論
』
に
強
く
主
張
さ
れ
る
謗
法
対
治
策
の
論
拠
と
な
る

も
の
で
、
本
書
が
『
安
国
論
』
の
前
提
と
見
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。

第
五
に
人
間
と
し
て
生
を
享
け
な
が
ら
、
末
代
に
お
い
て
は
善
知
識
＝
よ
い
宗
教
的
指
導
者
と
真
実
の
法

と
に
出
会
う
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、

第
六
に
法
華
経
信
仰
者
は
法
華
経
の
題
目
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
り
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
の
三
悪
道
に
堕

ち
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
、
更
に
日
本
国
は
法
華
経
と
深
い
因
縁
を
有
す
る
仏
国
で
あ
り
、
法
華



( 3 )

経
信
仰
者
の
住
す
る
こ
の
娑
婆
世
界
こ
そ
が
浄
土
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
第
五
・
第
六
の
二
段

に
お
い
て
法
華
信
仰
の
在
り
方
が
具
体
的
に
説
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
第
七
に
「
問
い
に
随
っ
て
答
う
」
の
一
段
を
設
け
、
法
華
信
仰
者
に
対
す
る
諸
宗
の
論
難
と
そ
れ

へ
の
対
処
の
仕
方
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

聖
人
が
本
書
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
『
選
択
集
』
の
謗
法
の
根
源
は
、
一
に
時
機
相
応
不
相
応
の

義
に
よ
っ
て
道
俗
を
迷
わ
す
失
、
二
に
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
の
中
国
浄
土
教
三
師
と
日
本
の
源
信
ら
の
先

師
に
違
背
す
る
失
、
三
に
法
華
真
言
の
行
者
を
群
賊
等
に
譬
え
る
失
、
四
に
法
華
経
信
仰
者
に
疑
惑
を
生

ぜ
し
め
る
失
、
五
に
実
教
を
捨
て
権
教
に
遷
ら
し
め
る
失
の
五
に
あ
る
と
し
、
法
華
経
を
「
捨
閉
閣
抛
」

せ
し
め
る
源
空
を
仏
意
違
背
の
大
謗
法
者
で
あ
り
、
一
切
衆
生
の
仏
種
を
断
ず
る
者
と
破
折
す
る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
聖
人
の
源
空
浄
土
教
に
対
す
る
批
判
は
、
専
ら
法
華
経
至
上
主
義
の
教
相
的
立
場
か
ら
な
さ

れ
て
お
り
、
法
華
経
が
末
法
相
応
の
教
え
で
あ
る
こ
と
を
権
実
判
に
立
っ
て
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
の
源
空
浄
土
教
批
判
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
曇
鸞
・
道
綽
・
善
導
の
三
人
を
肯
定
し
、
ま
た
源
信

の
立
場
を
念
仏
往
生
を
説
い
た
『
往
生
要
集
』
よ
り
も
法
華
一
乗
を
明
か
し
た
『
一
乗
要
決
』
に
あ
っ
た

と
し
て
、
浄
土
教
批
判
を
源
空
一
人
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
『
安
国
論
』
の
浄
土
教
批
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判
と
異
る
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し
て
源
空
浄
土
教
が
世
を
惑
わ
す
謗
法
の
悪
法
で
あ
る
こ
と
を
糾
明
す
る

一
方
、
聖
人
は
末
法
救
済
の
法
と
し
て
唱
題
成
仏
論
を
展
開
し
て
法
華
経
の
題
目
の
功
徳
を
強
調
し
、
題

目
受
持
を
勧
奨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
が
て
『
観
心
本
尊
抄
』
に
お
け
る
受
持
成
仏
論
に
結
実

す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
源
空
が
穢
土
と
し
て
否
定
し
た
娑
婆
世
界
を
、
仏
の
常
住
不
滅
と
国
土
の
常
住

と
を
説
く
法
華
経
本
門
寿
量
品
に
論
拠
を
置
い
て
、
娑
婆
世
界
即
寂
光
浄
土
と
開
顕
し
て
、
こ
の
現
実
世

界
の
価
値
を
回
復
し
た
の
で
あ
る
。

本
書
の
教
学
的
立
場
が
法
華
・
真
言
未
分
で
あ
り
、ま
た
源
信
を
天
台
宗
の
先
徳
と
す
る
な
ど
の
点
か
ら
、

本
書
を
佐
渡
配
流
後
の
本
化
別
頭
の
教
学
と
相
対
し
、
古
く
は
『
立
正
安
国
論
』
の
下
書
、
草
案
と
し
、

最
澄
の
『
守
護
国
界
章
』
に
倣
っ
た
も
の
等
の
見
解
が
あ
っ
た
。

し
か
し
本
書
の
整
然
た
る
構
成
の
も
と
に
緻
密
な
経
論
引
証
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
浄
土
教
批
判

は
、『
安
国
論
』
の
そ
れ
と
は
全
く
様
相
を
異
に
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
理
念
的
と
は
い
え
救
済
の
論
理

が
提
示
さ
れ
、
更
に
聖
人
独
自
の
国
家
観
・
国
土
観
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
、
本
書
は
聖
人
教
学
上

に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
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守
護
国
界
章

九
巻
。
最
澄
（
七
六
七
－
八
二
二
）
著
。
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
撰
述
。『
大
正
新
脩
大
蔵
教
』
第
七
四

巻
、『
伝
教
大
師
全
集
』
第
二
巻
所
収
。『
守
護
章
』
と
も
略
称
す
る
。

全
体
を
上
・
中
・
下
三
巻
に
分
ち
、
そ
の
各
々
を
ま
た
上
・
中
・
下
に
分
巻
す
る
。
徳
一
（
七
四
九
－
八

二
四
）
の
『
中
辺
義
鏡
』
三
巻
に
対
す
る
破
折
の
著
で
あ
る
。
徳
一
は
興
福
寺
の
修
円
に
つ
い
て
法
相
を

修
学
し
、
常
陸
に
筑
波
山
寺
を
闢
き
、
後
、
奥
州
の
慧
日
寺
に
移
っ
た
法
相
宗
の
僧
で
あ
り
、『
中
辺
義

鏡
』
三
巻
を
著
し
て
天
台
法
華
の
義
を
破
折
し
た
。
最
澄
は
、
こ
れ
を
う
け
て
本
書
を
著
し
、
徳
一
の
迷

妄
を
破
し
、
天
台
法
華
の
実
義
を
顕
彰
せ
ん
と
し
た
。
上
巻
一
三
章
、
中
巻
二
六
章
、
下
巻
一
二
章
の
計

五
一
章
よ
り
な
る
。

第
一
、
謗
法
者
の
浅
狭
の
三
時
教
を
弾
ず
。
第
二
、
麁
食
者
謬
り
て
四
教
を
破
す
る
こ
と
を
弾
ず
。
第
三
、

麁
食
者
謬
り
て
八
教
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
四
、
麁
食
者
謬
り
て
不
定
教
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
五
、
麁

食
者
謬
り
て
四
教
所
詮
の
理
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
六
、
麁
食
者
謬
り
て
四
教
の
位
を
破
す
る
を
弾
ず
。

第
七
、
麁
食
者
謬
り
て
三
教
の
不
同
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
八
、
麁
食
者
謬
り
て
四
教
を
破
す
る
を
弾
ず
。

第
九
、
麁
食
者
謬
り
て
五
味
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
一
〇
、
麁
食
者
謬
り
て
止
観
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第

一
一
、
麁
食
者
謬
り
て
絶
待
止
観
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
一
二
、
麁
食
者
謬
り
て
止
観
の
三
徳
相
摂
を
破

す
る
を
弾
ず
。
第
一
三
、
謗
法
者
大
小
交
雑
の
止
観
を
弾
ず
（
以
上
、
上
巻
）。

線
【国界】〘名〙① 国と国とのさかい。くにざかい。国境。※続日本紀‐天平宝字三年（759）一二月丙申「其使未レ至二国界一」 〔漢書‐匡衡伝〕② この世の一切の生あるものを住まわせている山河、大地などをいう。国土世間。※雑談集（1305）一「国界亦【国界】〘名〙【国界】〘名〙① 国と国とのさかい。くにざかい。国境。※続日本紀‐天平宝字三年（759）一二月丙申「其使未レ至二国界一」 〔漢書‐匡衡伝〕② この世の一切の生あるものを住まわせている山河、大地などをいう。国土世間。※雑談集（1305）一「国界亦【国界】〘名〙
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第
一
、
麁
食
者
謬
り
て
妙
法
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
二
、
麁
食
者
謬
り
て
迹
妙
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
三
、

麁
食
者
謬
り
て
本
妙
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
四
、
謗
法
者
の
浅
き
妙
法
を
弾
ず
。
第
五
、
麁
食
者
謬
り
て

蓮
華
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
六
、
謗
法
者
の
浅
き
蓮
華
を
弾
ず
。
第
七
、
麁
食
者
謬
り
て
経
体
を
破
す
る

を
弾
ず
。
第
八
、
謗
法
者
の
浅
き
経
体
を
弾
ず
。
第
九
、
麁
食
者
謬
り
て
法
華
宗
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第

一
〇
、
謗
法
者
の
浅
き
法
華
宗
を
弾
ず
。
第
一
一
、
麁
食
者
謬
り
て
経
首
の
如
是
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第

一
二
、
謗
法
者
の
偽
訳
の
如
是
を
弾
ず
。
第
一
三
、
麁
食
者
謬
り
て
菩
薩
の
歎
徳
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第

一
四
、
謗
法
者
の
浅
き
歎
徳
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
一
五
、
謗
法
者
の
浅
き
八
大
義
を
弾
ず
。
第
一
六
、

麁
食
者
謬
り
て
八
大
義
を
破
す
る
こ
と
を
弾
ず
。
第
一
七
、
麁
食
者
謬
り
て
仏
教
の
十
徳
を
破
す
る
を
弾

ず
。
第
一
八
、
謗
法
者
の
浅
き
仏
教
の
十
徳
を
弾
ず
。
第
一
九
、
謗
法
者
の
浅
き
方
便
品
科
段
を
弾
ず
。

第
二
〇
、
麁
食
者
謬
り
て
方
便
品
科
段
を
弾
ず
。
第
二
一
、
麁
食
者
謬
り
て
一
大
事
を
斥
く
る
を
弾
ず
。

第
二
二
、
謗
法
者
の
浅
き
一
大
事
を
弾
ず
。
第
二
三
、
麁
食
者
謬
り
て
無
二
無
三
を
斥
く
る
を
弾
ず
。
第

二
四
、
謗
法
者
の
浅
き
無
二
無
三
を
弾
ず
。
第
二
五
、
麁
食
者
謬
り
て
三
車
の
体
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第

二
六
、
謗
法
者
の
浅
き
三
車
の
体
を
弾
ず
（
以
上
、
中
巻
）。

第
一
、
麁
食
者
謬
り
て
一
切
の
有
情
皆
悉
く
成
仏
す
る
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
二
、
麁
食
者
謬
り
て
定
性

の
二
乗
無
余
に
入
り
て
後
回
心
す
る
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
三
、
麁
食
者
謬
り
て
報
仏
の
智
常
を
破
す
る

を
弾
ず
。
第
四
、
麁
食
者
謬
り
て
真
如
所
縁
の
種
子
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
五
、
麁
食
者
偏
え
に
有
漏
、
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無
漏
を
生
ず
る
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
六
、
麁
食
者
偏
え
に
定
教
の
前
後
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
七
、
麁

食
者
謬
り
て
教
の
権
実
を
破
す
る
を
弾
ず
。
第
八
、
謗
法
者
偽
り
て
五
種
性
の
差
別
を
示
す
を
弾
ず
。
第

九
、
謗
法
者
偽
り
て
畢
竟
無
性
有
情
を
建
立
す
る
こ
と
を
弾
ず
。
第
一
〇
、
謗
法
者
偽
り
て
無
種
性
有
情

の
相
を
示
す
を
弾
ず
。
第
一
一
、
麁
食
者
謬
り
て
別
教
一
乗
を
破
立
す
る
を
弾
ず
。
第
一
二
、
謗
法
者
偽

り
て
法
華
の
権
実
を
示
す
を
弾
ず
（
以
上
、
下
巻
）。

総
じ
て
上
・
中
巻
は
主
に
天
台
の
教
判
論
・『
法
華
玄
義
』・『
法
華
文
句
』・『
摩
訶
止
観
』
等
に
関
す
る

問
題
を
取
り
扱
い
、
法
相
の
三
時
教
判
等
を
評
し
つ
つ
、
三
種
法
華
・
一
念
信
解
・
四
諦
説
・
四
教
行
人

の
行
位
・
止
観
立
行
等
を
論
じ
、
五
時
八
教
判
等
に
対
す
る
徳
一
の
謬
見
を
弾
破
し
て
い
る
。

下
巻
は
定
性
二
乗
の
成
不
成
に
関
す
る
天
台
・
法
相
・
華
厳
の
教
理
論
の
問
題
を
取
扱
い
、
徳
一
の
一
乗

思
想
批
判
に
対
し
て
反
論
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
論
難
を
う
け
て
徳
一
は
『
遮
異
見
章
』・『
中
辺

義
鏡
残
』
等
を
著
し
て
反
論
を
重
ね
た
。
最
澄
と
徳
一
の
こ
の
一
連
の
論
争
を
一
三
権
実
論
争
と
称
し
て

い
る
。
日
蓮
聖
人
は
、
伝
教
大
師
に
よ
っ
て
権
実
が
明
瞭
に
さ
れ
、
法
華
経
の
実
義
が
闡
顕
さ
れ
た
と
し
、

『
依
憑
天
台
集
』・『
法
華
秀
句
』
等
と
共
に
本
書
を
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
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