
     

本
抄
の｢

背
景｣｢
題
号｣｢

大
意｣

に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

問
一 

本
抄
の
由
来
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
御
文
を
、
「種
種
御
振
舞
御
書
」よ
り
選
び
答
え
な
さ
い
。 

 

さ
て
皆
帰
り
し
か
ば
去
年
の
十
一
月
よ
り
勘
え
た
る
開
目
抄
と
申
す
文
二
巻
造
り
た
り
、
頚
切
る
る
な
ら
ば
日
蓮
が
不
思
議
と
ど
め
ん
と
思
い
て

勘
え
た
り
、
此
の
文
の
心
は
日
蓮
に
よ
り
て
日
本
国
の
有
無
は
あ
る
べ
し
、
譬
へ
ば
宅
に
柱
な
け
れ
ば･

た
も
た
ず
人
に
魂
な
け
れ
ば
死
人
な
り
、

日
蓮
は
日
本
の
人
の
魂
な
り
平
左
衛
門
既
に
日
本
の
柱
を
た
を
し
ぬ
、
只
今
世
乱
れ
て
そ
れ
と
も
な
く･

ゆ
め
の
如
く
に
妄
語
出
来
し
て
此
の
御

一
門
ど
し
う
ち
し
て
後
に
は
他
国
よ
り
せ
め
ら
る
べ
し
、
例
せ
ば
立
正
安
国
論
に
委
し
き
が
如
し
、
か
や
う
に
書
き
付
け
て
中
務
三
郎
左
衛
門
尉

が
使
に
と
ら
せ
ぬ 

（御
書
９
１
９
㌻
・開
目
抄
講
義
上 <

以
下
、
『講
義
上
』と
称
す>

13
㌻
） 

 

問
二 

本
抄
が
ご
執
筆
さ
れ
た
背
景
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
次
の
文
中
の 

 
 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
答
え
な
さ
い
。 

 

「開
目
抄
」
は
、
日
蓮
大
聖
人
が 

佐 

渡 

流 

罪 

中
の 
文 

永 

九 

年 

二 

月 

、 

五
十
一 

歳 

の
時
、
配
流
地
の 

塚 

原 

か
ら 

四 

条 

金 

吾 

に
託
し
て
、
門

下
一
同
に
与
え
ら
れ
た
書
で
あ
る
。
本
抄
は
、 

日 

蓮 

大 
聖 
人 

こ
そ
が 

主 

師 

親 

の 

三 

徳 

を
具
え
た
存
在
で
あ
り
、
す
な
わ
ち 

末 

法 

の 

御 

本 

仏 

で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
書
で
あ
る
。
翌
・ 

文 

永 

十 

年 

四 
月 

に
著
さ
れ
た
「Ａ 

観 

心 

本 

尊 

抄 

」
と
並
ん
で
、 

大 

聖 

人 

の
仏
法 

に
お
け
る
重
書
中
の

重
書
と
な
る
。
大
聖
人
は
、 

文 

永 

八 

年 

九 

月 

十
二 

日 

、 

竜 
の 

口 

の 

法 

難 

に
遭
わ
れ
、
そ
の
際
に
Ｂ 

発 

迹 

顕 

本 

さ
れ
ま
し
た
。 

佐
渡
は 

念 

仏 

者
が
多
く
、
大
聖
人
を 

阿 

弥 

陀 

仏 

の
敵
と
し
て
、
命
を
つ
け
ね
ら
う
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。 

ま
た
、
鎌
倉
な
ど
の
大
聖
人
門
下
の
人
た
ち
も
、
所
領
没
収
、
追
放
、
罰
金
な
ど
の
刑
に
処
さ
れ
、 

疑 

い 

を
起
し
て 

退 

転 

す 

る 

者 

が
多
く
出
る
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。

本
抄
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
世
間
や
門
下
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
、
「大
聖
人
が 

法 
華 
経 

の 

行 

者 

で
あ
る
な
ら
、
な
ぜ 

諸 

天 

の 

加 

護 

が
な
い
の
か
」
な
ど

と
い
っ
た
疑
問
に
対
し
、 

法 

華 

経 

の 

経 

文 

通
り
に
正
し
く
実
践
す
れ
ば 

三 

類 

の 
強 

敵 

に
よ
る
迫
害
が
起
こ
る
と
い
う
の
が
仏
の
教
え
で
あ
り
、
そ
の
通
り
の
難

に
遭
っ
て
い
る
大
聖
人
は
真
の 

法 

華 

経 

の 

行 

者 

で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

問
三 

先
の
文
中
の
Ａ 

 
 

 

に
つ
い
て
、
こ
の
御
抄
の
要
旨
を
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

こ
の｢

如に
ょ

来ら
い

滅め
つ

後ご

五ご
の

五
百

ご
ひ
ゃ
く

歳
さ
い
に

始
は
じ
む

観か
ん

心
本

じ
ん
の
ほ
ん

尊ぞ
ん

抄
し
ょ
う｣

は
、
大
聖
人
が
佐
渡
の
一
谷
で
述
作
さ
れ
た
重
書
。
末
法
の
衆
生
が
信
受
す
べ
き
本
尊
が
南
無

妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
妙
法
受
持
に
よ
り
観
心
の
義
が
成
じ
成
仏
で
き
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（講
義
上
33
㌻
） 

 

問
四 

先
の
文
中
の
Ｂ 

 
 

 

に
つ
い
て
、
文
意
に
沿
っ
て
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

名
字
即
凡
夫
と
い
う
迹
を
開
い
て
、内
証
に
永
遠
の
妙
法
と
一
体
と
な
っ
た
自
在
の
御
境
地
で
あ
る
久
遠
元
初
の｢
自
受
用
報
身
如
来｣

の
本
地
を

顕
す
こ
と
。
末
法
の
全
民
衆
の
発
迹
顕
本
の
最
初
の
一
人
と
な
ら
れ
た
の
が
日
蓮
大
聖
人
で
あ
ら
れ
る
。
大
聖
人
は
、
御
自
身
の
発
迹
顕
本
を
証

明
さ
れ
る
た
め
に
、
ま
た
一
切
衆
生
が
発
迹
顕
本
す
る
た
め
の
明
鏡
と
し
て
、
御
本
尊
を
御
図
顕
な
さ
れ
た
。
（講
義
上
17
・
18
㌻
） 

 

問
五 

本
抄
の
題
号
を
「開
目
」と
名
づ
け
ら
れ
た
意
味
は
、
ど
の
よ
う
な
意
で
あ
ら
れ
る
と
拝
さ
れ
る
か
、
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

日
本
国
の
人
々
が
偏
頗
な
教
え
に
執
着
し
て
、
日
蓮
大
聖
人
が
末
法
の
衆
生
を
救
う
真
実
の
三
徳
具
備
の
仏
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い｢

心
の
盲

目｣

を
開
か
せ
よ
う
、
と
の
意
で
あ
る
と
拝
さ
れ
る
。
（世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄
８
㌻
） 

 

問
六 

本
抄
の
大
意
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
る
次
の
文
中
の 

 
 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
答
え
な
さ
い
。 

 

本
抄
「開
目
抄
」
は
、
大
き
く
「標
」
「釈
」
「
結
」
の
三
段
に
分
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
初
め
に
一
切
衆
生
が
尊
敬
す
べ
き 

主 

師 

親 

が
主
題
で
あ
る
こ
と
を
「標
」
し
、
次
に
儒

家
・外
道
・内
道
に
お
け
る 

主 

師 

親 

を
「釈
」
し
、
最
後
に 

大 

聖 

人 

こ
そ
が 

末 

法 

の 

一 

切 

衆 

生 

を
救
う 

主 

師 

親 

で
あ
る
と
「結
」
ば
れ
て
い
る
。 

初
め
に
、
人
々
が
尊
敬
す
べ
き
も
の
と
し
て
「 

主 

師 

親 

の 

三 

徳 

」
を
示
さ
れ
、
次
い
で
、
儒
家
・外
道
・
内
道
で 

三 

徳 

を
具
え
た
者
と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
る
人
の

教
え
を
釈
し
、
諸
思
想
お
よ
び 

釈 

尊 

の 

仏 

教 

の
中
の
浅
深
を
判
じ
ら
れ
、 

法 

華 

経 
 
 

本 

門 
 
 

寿 

量 

品 

第 

十
六 

の 

文 

底 

に 

秘 

沈 

さ
れ
て

い
る
「 

一 

念 

三 

千 

」
こ
そ
が 

成 

仏 

の
根
本
因
と
な
る
法
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。
続
い
て
本
抄
の
前
半
で
は
、 

法 

華 

経 

の 

迹 

門 

・ 

本 

門 

の
教
え

を
検
証
さ
れ
、 

法 

華 

経 

に
こ
そ
、 

万
人 

成 

仏 

の
大
法
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。 

本
抄
の
後
半
で
は
、
〝
大
聖
人
が 

法 

華 

経 

の 

行 

者 

で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て 

諸 

天 

の 

加 

護 

が
な
い
の
か
〟
と
い
う
世
間
や
門
下
の
疑
問
を
取
り
上
げ
、
こ
れ

に
答
え
ら
れ
て
い
く
。 

最
初
は
、 

法 

華 

経 

の
内
容
に
即
し
て 

二 

乗
・
菩 

薩
・
天
・
人 

が 

法 

華 

経 

に
大
恩
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
〝
彼
ら
が 

守 

護 

の
働
き 

を
現
さ
な
い
の
は
日

蓮
が 

法 

華 

経 

の 

行 

者 

で
は
な
い
か
ら
か
〟
と
疑
い
を
強
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
う
え
で
、 

宝 

塔 

品 

の
「六
難
九
易
」
、 

提 

婆 

逹 

多 

品 

の
「 

悪 

人 

成
仏  

と 

女 

人 

成
仏 

」
、
そ
し
て 

勧 

持 

品 

の
「三
類
の
強
敵
」
な
ど
の
文
を
考
察
し
な
が
ら
、
こ
の 

法 

華 

経 

を 

末 

法 

に
弘
め
る 

法 

華 

経 

の 

行 

者 

が
難
を

受
け
る
の
は
経
文
の
通
り
で
あ
る
こ
と
を
論
証
さ
れ
る
。
そ
し
て
、 

法 

華 

経 

の 

行 

者 

が
難
を
受
け
る
の
は 

行 

者 

自
身
の 

宿 

業 

の
ゆ
え
ん
で
あ
る
こ
と
や
、
迫
害

者
に 

現 

罰 

が
な
い
理
由
を
明
か
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「 

三 

類 

の 

強 

敵 

」
、
特
に 

第 

三 

の
「 

僭 

聖 

増
上
慢 

」
の
姿
を
明
ら
か
に
さ
れ
、 

不 

惜 

身 

命 

の

決
意
を
も
っ
て 

末 

法 

の 

衆 

生 

を
救
済
す
る
と
の
、 

末 

法 

の 

御 

本 

仏 

と
し
て
の
大
誓
願
を
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、 

末 

法 

の 

法 

華 

経 

の 

行 

者 

の

実
践
に 

具
わ
る 

功 

徳 

と 

折 

伏 

の
意
義 

を
教
え
ら
れ
て 

不 

退 

転 

を
勧
め
ら
れ
て
い
る
。 

最
後
に
、
こ
の 

慈 

悲 

の 

実 

践 

の
ゆ
え
に
、 

大
聖
人
こ
そ 

末 

法 

の
人
々
を
救
済
す
る
「 

末 

法 

の 

主 

師 

親 

」で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
本
抄
を
結
ば
れ
て
い
る
。 

【参
考
資
料
／
開
目
抄
講
義
上
・世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
① 

／ 

開
目
抄 

序
講
篇 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



     

「夫
れ
一
切
衆
生
の
尊
敬
す
べ
き
者
三
あ
り･

･
･
･
･
･

こ
れ
を
い
だ
け
り
」（１
８
６
㌻
１
行
目
～
１
８
９
㌻
３
行
目
）の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

問
一 

「主
師
親
」（１
８
６
㌻
１
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
か
つ
簡
潔
に
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
な
さ
い
。 

さ
ら
に
、
主
師
親
三
徳
の
考
え
方
・宗
教
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
「革
命
的
な
転
換
」が
な
さ
れ
て
い
る
御
文
を
、
御
書
よ
り
選
び
答
え
な
さ
い
。 

 

主
＝
人
々
を
守
る
力･

働
き
。
（世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 <

以
下
、
『開
目
抄
』と
称
す>

15
㌻
） 

 

師
＝
人
々
を
導
き
、
教
化
す
る
力･
働
き
。
（同
15
㌻
） 

 

親
＝
人
々
を
育
て
、
慈
し
む
力･

働
き
。
（同
15
㌻
） 

 

御
文
＝
凡
夫
は
体
の
三
身
に
し
て
本
仏
ぞ
か
し
、
仏
は
用
の
三
身
に
し
て
迹
仏
な
り
、
然
れ
ば
釈
迦
仏
は
我
れ
等
衆
生
の
た
め
に
は
主
師
親
の
三
徳

を
備
へ
給
う
と
思
ひ
し
に
、
さ
に
て
は
候
は
ず
返
つ
て
仏
に
三
徳
を
か
ふ
ら
せ
奉
る
は
凡
夫
な
り 

（｢

諸
法
実
相
抄｣

御
書
１
３
５
８
㌻
・開
目
抄
講
義
上 <

以
下
、
『講
義
上
』と
称
す>

56
㌻
） 

 

問
二 

諸
仏
の
な
か
で
釈
迦
仏
の
み
が
主
師
親
の
三
徳
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
御
文
を
、
御
書
よ
り
選
び
答
え
な
さ
い
。 

 

父
母
な
れ
ど
も
賤
き
父
母
は
主
君
の
義
を
か
ね
ず
、
主
君
な
れ
ど
も
父
母
な
ら
ざ
れ
ば
お
そ
ろ
し
き
辺
も
あ
り
、
父
母･

主
君
な
れ
ど
も
師
匠
な

る
事
は
な
し･

諸
仏
は
又
世
尊
に
て
ま
し
ま
せ
ば
主
君
に
て
は･
ま
し
ま
せ
ど
も･

娑
婆
世
界
に
出
で
さ
せ
給
は
ざ
れ
ば
師
匠
に
あ
ら
ず･

又｢

其

中
衆
生
悉
是
吾
子｣

と
も
名
乗
ら
せ
給
は
ず･

釈
迦
仏
独･

主
師
親
の
三
義
を
か
ね
給
へ
り 

 

（｢

祈
祷
抄｣

御
書
１
３
５
０
㌻
・講
義
上
43
㌻
） 

 

問
三 

「儒
家
に
は
三
皇･･･

衆
生
を
度
す
』
等
云
云
」
（
１
８
６
㌻
１
行
目
～
１
８
８
㌻
５
行
目
）
の
大
意
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
次
の
文
中
の 

 
 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
答
え

な
さ
い
。 

 

儒
家
な
ど
の
中
国
の
諸
思
想
の
教
え
は
、 

今 

世 

に
限
ら
れ
て
い
て
、 

三 

世 

に
わ
た
る 

生 
命 
観 

を
欠
く
た
め
、 

永 

遠 

の 

真 

の 

幸 

福 

は
得
ら
れ
な
い
と

い
う
限
界
を
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
こ
れ
ら
の
教
え
は
「 

仏 

法 

の 

初 

門 

」
で
あ
る
と
さ
れ
、
仏
教
が
広
ま
る
た
め
の
導
入
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
明
か
さ
れ
て
い
る
。

 

さ
ら
に
、
バ
ラ
モ
ン
教
な
ど
の 

外 

道 

に
お
い
て
、
一
応
、 

業 

や 

輪 

廻 

を
説
い
て 

三 

世 

の 

生 

命 
観 

を
立
て
て
は
い
る
が
、 

幸 

・ 

不 

幸 

を
決
定
す
る 

 

生 

命 

の 

因 

果 

に
つ
い
て
は
正
し
く
説
き
明
か
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
さ
れ
た
い
る
。
そ
の
結
果
、 

輪 

廻 

の 
生 
死 

の 

苦 

悩 

か
ら
は
脱
せ
な
い
と
指
摘
さ
れ
た
い

る
。
ま
た
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
思
想
・哲
学
が
仏
教
へ
至
る
入
口
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

問
四 

「嬰
児
」（１
８
８
㌻
７
行
目
）・「大
人
」（１
８
８
㌻
12
行
目
）は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
を
譬
え
た
も
の
か
を
、
本
抄
よ
り
選
び
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。 

 

嬰
児
＝
外
典･

外
道
の
四
聖･

三
仙
其
の
名
は
聖
な
り
と
い
え
ど
も
実
に
は
三
惑
未
断
の
凡
夫 

（御
書
１
８
８
㌻
・開
目
抄
22
㌻
） 

 

大
人
＝
一
代･

五
十
余
年
の
説
教
は
外
典
外
道
に
対
す
れ
ば
大
乗
な
り 

（御
書
１
８
８
㌻
・開
目
抄
24
㌻
） 

 

問
五 

「但
し
仏
教
に
入
て･･･

て
懐
う
べ
し
」（１
８
８
㌻
14
行
目
～
18
行
目
）で
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
明
か
さ
れ
て
い
る
か
、
具
体
的
か
つ
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

釈
尊
の
教
え
の
中
で
も
、
大
き
く
大
乗
教
と
小
乗
教
の
違
い
が
あ
り
、
大
乗
教
の
中
で
も
実
教
と
権
経
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
、
法
華
経

こ
そ
が
、
釈
尊
自
身
、
ま
た
多
宝
如
来
、
十
方
の
分
身
の
諸
仏
が
真
実
と
定
め
た
教
え
で
あ
る
こ
と
を
明
か
さ
れ
る
。
（開
目
抄
28
㌻
） 

 

問
六 

「未
顕
真
実
」・「要
当
説
真
実
」（１
８
８
㌻
16
行
目
）を
そ
れ
ぞ
れ
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

未

顕

真

実
＝
無
量
義
経(

法
華
経
の
開
経)

説
法
品
第
二
に｢

四
十
余
年
に
は
未
だ
真
実
を
顕
さ
ず｣

と
あ
る
。
（法
華
経
29
㌻
・開
目
抄
28
㌻
） 

 

要
当
説
真
実
＝
法
華
経
方
便
品
第
二
に｢

世
尊
は
法
久
し
く
し
て
後 

要
ず
当
に
真
実
を
説
き
た
ま
う
べ
し｣

と
あ
る
。
（法
華
経
１
１
１
㌻
・開
目
抄
28
㌻
） 

 

問
七 

「此
の
経
に
二
箇
の
大
事
あ
り
」（１
８
９
㌻
１
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
か
つ
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

迹
門
の
諸
法
実
相･

十
如
是
や
二
乗
作
仏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た｢

迹
門
理
の
一
念
三
千｣

 

（開
目
抄
32
㌻
） 

 

本
門
の
久
遠
実
成
に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
た｢

本
門
事
の
一
念
三
千｣

 

（同
32
㌻
） 

 

問
八 

「一
念
三
千
の
法
門
は
但
法
華
経
の
本
門
・寿
量
品
の
文
の
底
に
し
づ
め
た
り
」（１
８
９
㌻
２
行
目
）を
、
三
重
に
冠
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

権
実
相
対
＝
但
法
華
経 

（開
目
抄
33
㌻
） 

→ ｢

迹
門
の
理
の
一
念
三
千｣

 

（講
義
上
64
㌻
） 

 

本
迹
相
対
＝
但
本
門･

寿
量
品 

（開
目
抄
33
㌻
） 

→ ｢

本
門
文
上
の
事
の
一
念
三
千｣

 

（講
義
上
64
㌻
） 

 

種
脱
相
対
＝
但
文
の
底 

（開
目
抄
33
㌻
） 

→ ｢

文
底
事
行
の
一
念
三
千｣

 

（講
義
上
64
㌻
） 

 

問
九 

「天
台
智
者
の
み
こ
れ
を
い
だ
け
り
」（１
８
９
㌻
３
行
目
）に
つ
い
て
、
天
台
の
「摩
訶
止
観
」の
一
説
を
引
用
し
て
い
る
御
文
を
、
「観
心
本
尊
抄
」よ
り
選
び
答
え
な
さ
い
。 

 

夫
れ
一
心
に
十
法
界
を
具
す
一
法
界
に
又
十
法
界
を
具
す
れ
ば
百
法
界
な
り
一
界
に
三
十
種
の
世
間
を
具
す
れ
ば
百
法
界
に
即
三
千
種
の
世
間

を
具
す
、
此
の
三
千･

一
念
の
心
に
在
り
若
し
心
無
ん
ば
而
已
介
爾
も
心
有
れ
ば
即
ち
三
千
を
具
す
乃
至
所
以
に
称
し
て
不
可
思
議
境
と
為
す
意

此
に
在
り 

（御
書
２
３
８
㌻
） 

【参
考
資
料
／
開
目
抄
講
義
上
・世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
② 

／ 

開
目
抄 

問
答
篇
㈠ 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



      

問 
｢

一
念
三
千
は･

･
･
･
･
･

那
由
佗
劫
な
り
』
等
云
々｣

（
１
８
９
㌻
４
行
目
～
１
９
７
㌻
９
行
目
）
の
御
文
の
大
意
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
次
の
文
中
の 

 
 

に
あ
て
は
ま
る

語
句
を
答
え
な
さ
い
。
ま
た
、 

 

Ａ  

に
あ
て
は
ま
る
法
華
経
の
経
文
を
、
本
抄
の
御
文
を
参
考
に
答
え
な
さ
い
。 

 

◆
「一
念
三
千
は
・・・次
上
の
心
な
り
」（１
８
９
㌻
４
行
目
～
17
行
目
） 

冒
頭
に
「一
念
三
千
は 

十 

界 
互 
具 

よ
り
こ
と
は
じ
ま
れ
り
」
と
、 

一 

念 

三 

千 

は
、 

法 

華 

経 

に
説
か
れ
る 

十 

界 

互 

具 

が
最
大
の
要
件
で
あ
る
こ
と

を
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、 

法 

華 

経 

に
基
づ
か
な
い
諸
宗
は
、
あ
る
も
の
は 

十 

界 

互 

具 

す
ら
知
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
宗
が 

成 

仏 

を
説
く
の
は
、

 

法 

華 

経 

に
基
づ
い
て 

一 

念 

三 

千 
を
説
い
た 

天 

台 

大
師 

の
教
え
を 

盗
み
取
っ
た 

も
の
で
あ
る
と
厳
し
く
糾
弾
さ
れ
て
い
る
。 

 

◆
「仏
教
又
か
く
の
・・・人
こ
れ
を
し
ら
ず
」（１
８
９
㌻
18
行
目
～
１
９
０
㌻
７
行
目
） 

中
国
に
種
々
の
経
典
が
雑
然
と
伝
わ
っ
た
た
め
に
混
乱
が
生
じ
、 

南 

北 

朝 

時
代 

に
は
「 

南 

三 

北 

七 

」
と
呼
ば
れ
る
諸
宗
が
生
ま
れ
た
。 

天 

台 

大
師 

が
登
場

し
て
、
諸
経
典
を
吟
味
し
て
位
置
づ
け
、 

法 

華 

経 

こ
そ
が 

最 
高 

の 

経 

典 

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
混
乱
を
収
拾
し
た
。 

し
か
し
、
そ
の
後
に
伝
わ
っ
た 

法 

相 

宗 

・ 

華 

厳 

宗 

・ 

真 
言 
宗 

に
よ
っ
て
、
仏
法
は
再
び
混
乱
し
た
。 

 

◆
「日
本
・我
朝
に
は
・・・破
れ
な
ん
と
す
」（１
９
０
㌻
８
行
目
～
17
行
目
） 

日
本
で
は 

奈 

良 

時
代 

ま
で
に 

華 

厳 

宗 

な
ど
の 

南 

都 

六 

宗 

が
伝
来
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
有
力
諸
宗
で
は
争
い
が
続
い
て
い
た
。 

平 

安 

時
代 

の
初
め
に 

 

伝 

教 

大
師 

が
登
場
し
、 

法 

華 

経 

が
最
も
優
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た 

真 

言 

宗 
が 

法 

華 

経 

の 

法 

理 

を
盗
み
取
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
争
い
を
収

拾
し
た
。
と
こ
ろ
が
、 

末 

法 

が
近
く
な
っ
て
い
て
、
人
々
の
智
慧
が
劣
る
時
代
に
な
っ
て
い
た
の
で
、 
伝 

教 

大
師 

が
確
立
し
た 

法 

華 

経 

第
一
の 

天 

台 

宗 

の
正
し

い
法
義
が
伝
え
ら
れ
な
く
な
り
、
他
宗
の
勢
力
が
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
の
う
え
、
新
興
の 

浄 

土 

宗 
や 

禅 

宗 

な
ど
の
教
え
よ
り
も
劣
勢
と
な
り
、
最
初
は 

信 

徒 

、
最

後
に
は 

高 

僧 

ま
で
が
諸
宗
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、 

諸 

天 

善 

神 

も 

正 

法 

の 

功 
徳 
を
得
ら
れ
ず
、
国
を
去
り
、 

悪 

鬼 

・ 

魔 

神 

が
入
り
込
み
、

国
土
が
乱
れ
た
。 

 

◆
「此
に
予
愚
見
を
も
つ
て
・・・久
遠
実
成
な
る
べ
し
」（１
９
０
㌻
18
行
目
～
１
９
１
㌻
１
行
目
） 

諸
経
と 

法 

華 

経 

の
大
き
な
違
い
と
し
て
、 

法 

華 

経 

迹 

門 

で
説
か
れ
る 

二 

乗 

作 

仏 

と 

本 

門 

で
説
か
れ
る 

久 

遠 

実 

成 

の
二
点
が
指
摘
さ
れ
る
。 

 

◆
「法
華
経
の
現
文
を
・・・疑
網
を
な
す
べ
き
」（１
９
１
㌻
１
行
目
～
９
行
目
） 

 

法 

華 

経 

迹 

門 

で 

声 

聞 

の
弟
子
た
ち
に 

授 

記 

が
な
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
、 

二 

乗 

作 

仏 

が
明
か
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

 

◆
「而
れ
ど
も
爾
前
の
諸
経
も
・・・あ
し
か
り
ぬ
べ
し
と
・し
り
ぬ
」（１
９
１
㌻
10
行
目
～
１
９
３
㌻
15
行
目
） 

諸
経
典
の
文
を
挙
げ
、 

二 

乗 

作 

仏 

を
説
く 

法 

華 

経 

に
対
し
、
法
華
経 

以 

前 

の
膨
大
な
諸
経
で
は
、 

二 

乗 

が 

成 

仏 

で
き
ず
、
ま
た 

供 

養 

も

す
べ
き
で
な
い
と
厳
し
く
糾
弾
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

◆
「而
る
を
後
八
年
の
・・・眼
な
る
べ
し
」（１
９
３
㌻
16
行
目
～
１
９
５
㌻
６
行
目
） 

 

法 

華 

経 

が
そ
れ
以
前
の
諸
教
と
正
反
対
に 

二 

乗 

作 

仏 

を
説
い
た
こ
と
は
「 

自 

語 

相 

違 

」と
非
難
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、 

法 

華 
経 

 

の
教
え
が
正
し
い
こ
と
は
、 

多 

宝 

如 

来 

な
ら
び
に 

十 

方 

の 

分 

身 

の
諸
仏
が
こ
ぞ
っ
て
正
し
い
と 

保 

証 

し
た
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

◆
「但
在
世
は
四
十
余
年
を
・・・な
げ
か
せ
給
う
ら
ん
」（１
９
５
㌻
７
行
目
～
１
９
６
㌻
１
行
目
） 

 

法 

華 

経 

だ
け
に
説
か
れ
る 

二 

乗 

作 

仏 

は
、 

諸 

仏 

も 

保 

証 

し
た
事
実
で
あ
る
が
、 

釈 

尊 

滅 

後 

の
人
々
は
多
く
の 

経 

典 

に
惑
わ
さ
れ
、 

 

法 

華 

経 

を
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

◆
「住
劫
・第
九
の
減
・人
寿
百
歳
の
時
・師
子
頬
王
に
は
・・・那
由
佗
劫
な
り
』等
云
云
」（１
９
６
㌻
２
行
目
～
１
９
７
㌻
９
行
目
） 

 

久 

遠 

実 

成 

が 

爾 

前
・
迹 

門 

で
は
説
か
れ
ず
、 

法 

華 

経 

本 

門 

に
至
っ
て
初
め
て
明
か
さ
れ
た
こ
と
を 

経 

文 

を
た
ど
り
な
が
ら
示
さ
れ
て
い
る
。 

こ
こ
で
は
、 

釈 

尊 

が 

イ 

ン 

ド 

に
生
ま
れ
、 

十 

九 

歳 

で
出
家
し
、 

三 

十 

歳 

で
成
道
し
た
と
い
う 

始 

成 

正 

覚 

が 

爾 

前 

経 

の
一
貫
し
た
立
場
で

あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、 

法 

華 

経 

の 

開 

経 

で
あ
る 

無 

量 

義 

経 

に
お
い
て
さ
え
も
、 

始 

成 

正 

覚 

を
説
い
て
い
る
点
で
は
変
わ
ら
な
い
こ
と

を
示
さ
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
、 

法 

華 

経 

迹 

門 

の
正
宗
分
で
あ
る 

方 

便 

品 

以
後
に
い
て
も
、 

迹 

門 

で
は
、
ま
だ 

始 

成 

正 

覚 

の
仏
を
説
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の 

始 

成 

正 

覚 

の
立
場
を
一
言
で
打
ち
破
っ
た
の
が
、 

寿 

量 

品 

の
「 

 

Ａ  

」
の
一
説
で
あ
る
。 

 

経
文
＝
然
善
男
子
。
我
実
成
仏
已
来
、
無
量
無
辺
百
千
億
那
由
他
劫 

 

（法
華
経
４
７
８
㌻
・世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄
39
㌻
） 

〈
然
る
に
善
男
子
よ
。
我
は
実
に
成
仏
し
て
よ
り
已
来
、
無
量
無
辺
百
千
億
那
由
他
劫
な
り
〉 

 

【参
考
資
料
／
世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
③ 

／ 

開
目
抄 

問
答
篇
㈡ 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



     

「華
厳
・乃
至
般
若
・･･

･･
･
･

二
品
に
は
付
く
べ
き
」（１
９
７
㌻
10
行
目
～
１
９
８
㌻
８
行
目
）の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

問
一 

「権
を
開
せ
ず
と
て
迹
門
の
一
念
三
千
を
か
く
せ
り
」（１
９
７
㌻
11
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
か
つ
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

爾
前
経
に
お
い
て
は
、
十
界
が
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
境
涯
と
し
て
説
か
れ
、
仏
界
と
九
界
と
の
間
に
は
超
え
難
い
断
絶
が
あ
る
と
さ
れ
、
九
界
を
厭

離
し
断
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
仏
界
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
十
界
の
差
別
を
固
定
化
す
る
方
便
の
教
え
が
説

か
れ
、
真
実
の
教
え
が
未
だ
明
か
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。 

（開
目
抄
講
義
上 <

以
下
、
『講
義
上
』と
称
す>

82
㌻
・世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 <

以
下
、
『開
目
抄
』と
称
す>

47
㌻
） 

 

問
二 

「爾
前
二
種
の
失
・一
つ
を
脱
れ
た
り
」（１
９
７
㌻
13
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
か
つ
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

法
華
経
迹
門
の
方
便
品
第
二
で
諸
法
実
相･
十
如
是
を
説
い
て
、｢

九
界
の
衆
生
に
仏
界
が
具
わ
る
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
成
仏
の
可
能
性
が

あ
る｣

と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
差
別
観
を
打
ち
破
り
、
さ
ら
に
二
乗
作
仏
も
明
か
さ
れ
た
こ
と
。 

（『講
義
上
82
㌻
・開
目
抄
48
㌻
） 

 

問
三 

「発
迹
顕
本
」（１
９
７
㌻
13
行
目
）に
つ
い
て
、
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

垂
迹(

仮
の
姿)

を
発(｢

開｣

の
義)

し
て
本
地(

真
実
の
姿)

を
顕
す
こ
と
。
釈
尊
は
法
華
経
如
来
寿
量
品
第
十
六
で
始
成
正
覚
の
迹
を
開
い
て
、
久

遠
元
初
の
本
地
が
顕
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。 

（開
目
抄
44
㌻
） 

 

問
四 

「本
因
本
果
の
法
門
な
り
」（１
９
７
㌻
16
行
目
）に
つ
い
て
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
次
の
文
中
の 

 
 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
答
え
な
さ
い
。 

さ
ら
に
、 

Ａ 

・ 

Ｂ 

・ 

Ｃ 

に
は
法
華
経
の
経
文
が
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
そ
の
経
文
を
も
答
え
な
さ
い
。 

 

寿
量
品
の
文
上
で
は
、
「 

Ａ 

」
と
説
か
れ
、 

釈 

尊 

の
真
実
の
成
仏
は
計
り
知
れ
な
い 
久 
遠 

の
昔
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
明
か
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
「 

Ｂ 

」
と
も
説

か
れ
、 

久 

遠 

実 

成 

の
仏
は 

常 

住 

不 

滅 

で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
こ
の 

常 

住 

不 
滅 

の 

仏 

界 

の
生
命
が
、 

久 

遠 

に
お
け
る 

成 

仏 

の 

果 

、

す
な
わ
ち 

本 

果 

で
す
。 

次
に
本
因
に
つ
い
て
は
、
「 

Ｃ 

」
と
説
か
れ
ま
す
。 

本 

果 

で
あ
る 

仏 

界 

の 

生 

命 

が 

常 

住 

不 
滅 

で
あ
る
と
と
も
に
、 

本 

因 

で
あ
る 

菩 

薩 

行  

を
行
ず
る
生
命
も
尽
き
る
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、 

九 

界 

の 

生 

命 

を
断
じ
て
、 

仏 

界 

の 

生 
命 
を
成
就
す
る
と
い
う
爾
前
諸
経
の
成
仏
観
と
は
大
き

く
異
な
る
の
が
、 

本 

門 

の 

因 

果 

、 

本 

因 

本 

果 

で
す
。 

し
か
し
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
に
お
け
る 

文 

底 

の 

本 

因 

本 

果 

は
、
凡
夫
が
初
め
て 

妙 

法 

を
聞
い
て
信
受
し
、
果
て
し
な
い 

菩 

薩 

道 

の
実
践
を
決
意
す

る
の
が 

本 

因 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
凡
夫
の
生
命
に
永
遠
の 

仏 

界 

の 

生 

命 

を
涌
現
す
る
こ
と
を
も
っ
て 

本 

果 

と
す
る
で
す
。 

 

Ａ
＝
我
実
成
仏
已
来 

無
量
無
辺
百
千
万
億
那
由
佗
劫 

 
 

 
 

 
 

 

（法
華
経
４
７
８
㌻
・講
義
上
85
㌻
） 

〈
我
れ
は
実
に
成
仏
し
て
よ
り
已
来
、
無
量
無
辺
百
千
万
億
那
由
佗
劫
な
り
〉 

 

Ｂ
＝
我
成
仏
已
来 

甚
大
久
遠 

寿
命
無
量
阿
僧
祇
劫 

常
住
不
滅 

 
 

 
 

 
 

（法
華
経
４
８
２
㌻
・講
義
上
85
㌻
） 

〈
我
れ
は
成
仏
し
て
よ
り
已
来
、
甚
だ
大
い
に
久
遠
な
り
。
寿
命
は
無
量
阿
僧
祇
劫
に
し
て
、
常
住
に
し
て
滅
せ
ず
〉 

 

Ｃ
＝
我
本
行
菩
薩
道 

所
成
寿
命 

今
猶
未
尽 

復
倍
上
数 

 
 

 
 

 
 

 

（法
華
経
４
８
２
㌻
・講
義
上
85
㌻
） 

〈
我
れ
は
本
と
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
、
成
ぜ
し
所
の
寿
命
は
、
今
猶
お
未
だ
尽
き
ず
、
復
た
上
の
数
に
倍
せ
り
〉 

 

問
五 

「九
界
も
・・・一
念
三
千
な
る
べ
し
」（１
９
７
㌻
16
行
目
～
17
行
目
）に
つ
い
て
、
日
蓮
仏
法
の
文
底
に
則
し
て
簡
潔
に
説
明
し
さ
い
。 

 

久
遠
実
成
の
釈
尊
の
常
住
の
生
命
に
、
仏
界
も
九
界
も
常
住
し
て
い
る
。
こ
れ
が｢

無
始
の
仏
界｣

で
あ
り｢

無
始
の
九
界｣

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

十
界
を
具
足
し
つ
つ
常
住
す
る
仏
が
明
か
さ
れ
た
の
が
法
華
経
本
門
の
文
上
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
に
十
界
が
本
有
常
住
で
あ
り
、

九
界
の
衆
生
も
歴
劫
修
行
に
よ
っ
て
仏
因
を
積
ま
な
く
て
も
、
直
ち
に
本
有
の
仏
界
を
開
き
顕
す
こ
と
で
成
仏
で
き
る
こ
と
を
大
聖
人
は
示
唆
さ

れ
て
い
る
。
（開
目
抄
51
㌻
） 

 

問
六 

「法
身
」（１
９
８
㌻
７
行
目
）「応
身
・報
身
」（１
９
８
㌻
９
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

法
身
＝
仏
が
覚
っ
た
真
実･

真
理
。
（開
目
抄
57
㌻
） 

 

応
身
＝
人
々
を
苦
悩
か
ら
救
う
た
め
に
、
現
実
に
表
し
た
姿
。
（同
57
㌻
） 

 

報
身
＝
最
高
の
覚
り
の
智
慧
を
は
じ
め
、
仏
と
成
っ
た
報
い
と
し
て
得
た
種
々
の
優
れ
た
特
性
。
（同
57
㌻
） 

 

問
七 

「涌
出
・寿
量
の
二
品
に
は
付
く
べ
き
」（１
９
８
㌻
８
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

法
華
経
本
門
寿
量
品
で
久
遠
実
成
の
仏
が
明
か
さ
れ
て
こ
そ
、
諸
経
の
報
身･

応
身
の
仏
が
、
久
遠
実
成
の
仏
を
本
地
と
す
る
垂
迹
と
な
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
深
い
意
義
を
も
っ
た
久
遠
実
成
の
本
地
を
開
顕
さ
れ
た
の
は
、
釈
尊
一
代
の
教
え
の
な
か
で
も
、
僅
か
涌
出
品･

寿
量
品
の

二
品
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
久
遠
実
成
に
仏
の
本
意
が
あ
る
と
は
信
じ
難
く
な
る
こ
と
。
（同
58
㌻
） 

 

【参
考
資
料
／
開
目
抄
講
義
上
・世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
④ 

／ 

開
目
抄 

問
答
篇
㈢ 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



     

「さ
れ
ば
法
相
宗
と･

･
･
･･
･

答
え
を
か
ま
う
べ
し
」（１
８
９
㌻
９
行
目
～
２
０
３
㌻
14
行
目
）の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

問
一 

「
さ
れ
ば
法
相
宗
と･･･

悪
道
に
堕
つ
べ
し
」
（１
８
９
㌻
５
行
目
～
２
０
０
㌻
１
行
目
）の
大
意
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
次
の
文
中
の 

 
 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
答
え
な
さ
い
。 

 

 

法 

相 

宗 

は
、
衆
生
は
そ
の
本
性
で
五
つ
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
相
い
れ
な
い
（五
性
格
別
）と
説
き
、
そ
の
う
ち 

仏 

性 

の
な
い
「 

無 

性 

」
と
、 

二 

乗 

に
成
る
こ

と
が
決
ま
っ
て
い
る
「 

決 

定 
性 
の 

二 

乗 

」
は 

成 

仏 

で
き
な
い
と
す
る
。
次
い
で
、 

華 

厳 

宗 

と 

真 

言 

宗 

は
、  

法 

華 

経 

に
し
か
説
か
れ
て
い
な
い 

 

二 

乗 

作 

仏 

・ 

久 

遠 
実 
成 

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る 

華 

厳 

経 

・ 

大 

日 

経 

に
説
か
れ
て
い
る
と
す
る
。 

ま
た
、
有
力
な
諸
宗
が 

法 

華 

経 
に
反
す
る
邪
義
を
主
張
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は 

釈 

尊 

自 

身 

が
諸
経
で 

予 

言 

し
て
い
る
通
り
、 

滅 

後 

の 

悪 

世 

、 

 

末 

法 

の
様
相
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

問
二 

「大
通
結
縁
の
第
三
類
」（２
０
０
㌻
５
行
目
）に
つ
い
て
、
大
通
結
縁
の
衆
生
の
三
類
を
そ
れ
ぞ
れ
説
明
し
な
さ
い
。 

 

第
一
類
＝
不
退
と
い
い
、
発
心
し
て
退
転
せ
ず
得
道
し
た
者
。
（世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 <

以
下
、
『開
目
抄
』と
称
す>

70
㌻
） 

 

第
二
類
＝
退
大
取
小
と
い
い
、
発
心
は
し
た
が
、
そ
の
後
、
大
乗
か
ら
退
転
し
て
小
乗
教
に
お
ち
、
声
聞
の
境
地
に
と
ど
ま
っ
た
者
。
（同
70
㌻
） 

 

第
三
類
＝
未
発
心
と
い
い
、
聞
い
て
も
全
く
発
心
し
な
か
っ
た
者
。
（同
70
㌻
） 

 

問
三 

「宝
塔
品
の
六
難
九
易
」（２
０
０
㌻
14
行
目
）に
つ
い
て
、
本
抄
で
引
用
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
譬
え
を
、
そ
れ
ぞ
れ
書
き
ぬ
い
て
答
え
な
さ
い
。 

 

我
等
程
の
小
力
の
者･

須
弥
山
は
な
ぐ
〈
須
弥
擲
置
易
〉
（御
書
２
０
０
㌻
・法
華
経
３
９
０
㌻
・講
義
上
１
３
５
㌻
・開
目
抄
74
㌻
） 

 

我
等
程
の
無
通
の
者･

乾
草
を
負
う
て
劫
火
に
は･

や
け
ず
〈
大
火
不
焼
易
〉
（御
書
２
０
０
㌻
・法
華
経
３
９
１
㌻
・講
義
上
１
３
５
㌻
・開
目
抄
74
㌻
） 

 

我
等
程
の
無
智
の
者･

恒
沙
の
経
経
を
ば･

よ
み
を
ぼ
う
〈
余
経
説
法
易
〉
（御
書
２
０
０
㌻
・法
華
経
３
９
０
㌻
・講
義
上
１
３
５
㌻
・開
目
抄
74
㌻
） 

 

問
四 

「法
華
経
は
一
句
一
偈
も
末
代
に
持
ち
が
た
し
」（２
０
０
㌻
15
行
目
）に
つ
い
て
、
大
聖
人
は
本
抄
で
ど
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
を
答
え
な
さ
い
。 

 

｢

末
法
に
は
正
法
の
者
は
爪
上
の
土･

謗
法
の
者
は
十
方
の
土｣

と
み
へ
ぬ
、（
中
略
）
世
間
の
罪
に
依
つ
て
悪
道
に
堕
る
者
は
爪
上
の
土･

仏
法
に

よ
つ
て
悪
道
に
堕
る
者
は
十
方
の
土･

俗
よ
り
も
僧･

女
よ
り
尼
多
く
悪
道
に
堕
つ
べ
し 

（御
書
１
９
９
㌻
・開
目
抄
講
義
上 <

以
下
、
『講
義
上
』と
称
す>

１
２
０
㌻
） 

 

問
五 

「強
盛
の
菩
提
心
を
・を
こ
し
て
退
転
せ
じ
と
願
し
ぬ
」（２
０
０
㌻
16
行
目
）に
つ
い
て
、
菩
薩
が
初
め
て
発
心
し
た
時
に
起
こ
す
「四
弘
誓
願
」を
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

衆
生
無
辺
誓
願
度
と
は
、
一
切
衆
生
を
す
べ
て
悟
り
の
彼
岸
に
渡
す
と
誓
う
こ
と
。
（講
義
上
95
㌻
） 

 

煩
悩
無
量
誓
願
断
と
は
、
一
切
の
煩
悩
を
断
つ
と
誓
う
こ
と
。
（同
） 

 

法
門
無
尽
誓
願
知
と
は
、
仏
の
教
え
を
す
べ
て
学
び
知
る
と
誓
う
こ
と
。
（同
） 

 

仏
道
無
常
誓
願
成
と
は
、
仏
道
に
お
い
て
無
上
の
悟
り
を
成
就
す
る
と
誓
う
こ
と
。
（同
） 

 

問
六 

「数
数
擯
出
見
れ
ん
」（２
０
１
㌻
５
行
目
）に
あ
て
は
ま
る
法
難
を
、
起
こ
っ
た
年
（元
号
）月
日
・法
難
名
を
す
べ
て
順
に
答
え
な
さ
い
。 

 

 

弘
長
元
年
５
月
12
日
～
同
３
年
２
月
22
日
、
伊
豆
流
罪 

文
永
８
年
10
月
10
日
～
同
11
年
３
月
13
日
、
佐
渡
流
罪 

（講
義
上
１
５
３
㌻
・開
目
抄
１
０
４
㌻
） 

 

問
七 

「障
り
未
だ
除
か
ざ
る
者
を
怨
と
・・・嫉
と
名
く
」（２
０
１
㌻
９
行
目
）に
つ
い
て
、
本
抄
で
は
ど
の
よ
う
な
譬
え
で
示
さ
れ
て
い
る
か
を
答
え
な
さ
い
。
。 

 

小
児
に
灸
治
を
加
れ
ば
必
ず
母
を
あ
だ
む
重
病
の
者
に
良
薬
を
あ
た
う
れ
ば
定
ん
で
口
に
苦
し
と
う
れ
う 

（御
書
２
０
２
㌻
・講
義
上
１
４
５
㌻
） 

 

問
八 

「定
ん
で
天
の
御
計
い
に
も
・・・あ
ら
ざ
る
か
」（２
０
２
㌻
９
行
目
～
10
行
目
）に
つ
い
て
、
大
聖
人
は
本
抄
で
ど
の
よ
う
に
仰
せ
か
を
答
え
な
さ
い
。 

 

当
時
の
責
は
た
う
べ
く
も･

な
け
れ
ど
も
未
来
の
悪
道
を
脱
す
ら
ん
と･

を
も
え
ば
悦
び
な
り 

（御
書
２
０
３
㌻
・開
目
抄
１
０
５
㌻
） 

 

問
九 

「法
華
経
の
第
五
の
巻
・勧
持
品
の
二
十
行
の
偈
」（２
０
２
㌻
11
行
目
）に
つ
い
て
、
本
抄
よ
り
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。 

 

諸
の
無
智
の
人
あ
つ
て･

悪
口
罵
詈
等
し･

刀
杖
瓦
石
を
加
う
〈
俗
衆
増
上
慢
〉
（御
書
２
０
２
㌻
・法
華
経
４
１
８
㌻
・開
目
抄
95
㌻
・１
０
３
㌻
） 

 

悪
世
の
中
の
比
丘
は･

邪
智
に
し
て
心
諂
曲
〈
道
門
増
上
慢
〉
（御
書
２
０
２
㌻
・法
華
経
４
１
８
㌻
・開
目
抄
96
㌻
・１
０
３
㌻
） 

 

白
衣
の
与
に
法
を
説
い
て
世
に
恭
敬
せ
ら
る
る
こ
と
六
通
の
羅
漢
の
如
し
〈
僭
聖
増
上
慢
〉
（御
書
２
０
２
㌻
・法
華
経
４
１
８
㌻
・開
目
抄
96
㌻
・１
０
３
㌻
） 

 

問
十 

「此
の
疑
は
此
の
書
の
肝
心
・一
期
の
大
事
」（２
０
３
㌻
11
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
答
え
な
さ
い
。 

 

諸
天
の
加
護
を
め
ぐ
る
疑
問
を
解
決
し
、
門
下
に
不
動
の
信
を
確
立
さ
せ
る
と
も
に
、
そ
れ
を
通
し
て
ご
自
身
が
真
の
法
華
経
の
行
者
で
あ
り
、

末
法
の
御
本
仏
で
あ
る
こ
と
を
明
か
さ
れ
た
こ
と
。
（開
目
抄
１
１
１
㌻
） 

 

【参
考
資
料
／
開
目
抄
講
義
上
・世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
⑤ 

／ 

開
目
抄 

問
答
篇
㈣ 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



     

問 
｢

季
札
と
い
ひ
し
者
は･

･
･
･
･

御
弟
子
に
あ
ら
ず
や｣

（
２
０
３
㌻
15
行
目
～
２
１
４
㌻
18
行
目
）
の
御
文
の
大
意
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
次
の
文
中
の 

 
 

に
あ
て
は
ま

る
語
句
を
答
え
な
さ
い
。
ま
た
、 

 

Ａ  

に
あ
て
は
ま
る
法
華
経
の
経
文
を
、
本
抄
の
御
文
を
参
考
に
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

◆
「季
札
と
い
ひ
し
者
は
・・・も
亦
報
ず
る
こ
と
能
わ
じ
』等
云
云
」（２
０
３
㌻
15
行
目
～
２
０
５
㌻
５
行
目
） 

 

法 

華 

経 

の 

行 

者 
で
あ
る
日
蓮
大
聖
人
に 

諸 

天 

善 

神 

ら
の 

守 

護 

が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず 

守 

護 

す
べ
き
者
た
ち
を
順
に
挙
げ
ら
れ
、
法
華
経
で

初
め
て 

成 

仏 

が
許
さ
れ
た 
二 
乗 

こ
そ
、 

法 

華 

経 

に
大
恩
が
あ
り
、 

法 

華 

経 

の 

行 

者 

を 

守 

護 

す
べ
き
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

◆
「諸
の
声
聞
等
は
・・・い
よ
い
よ
・つ
も
り
候
」（２
０
５
㌻
６
行
目
～
２
０
７
㌻
９
行
目
） 

ま
ず
諸
経
典
で
の 

二 

乗 

に
対
す
る
厳
し
い
責
め
を
詳
細
に
挙
げ
る
。
そ
の 

二 

乗 

の 

成 

仏 

を
説
い
た 

法 

華 

経 

に
、 

二 

乗 

は
深
い
恩
が
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
る
。
そ
の 

二 

乗 

が
誓
い
ど
お
り
に 

法 

華 
経 
の 

行 

者 

を 

守 

護 

し
な
い
こ
と
は
不
思
議
で
あ
る
と
、
疑
問
を
一
段
と
強
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

◆
「又
諸
大
菩
薩
天
人
等
の
・・・と
か
せ
給
う
も
・こ
れ
な
り
」（２
０
７
㌻
10
行
目
～
２
０
８
㌻
10
行
目
） 

 

二 

乗 

に
続
い
て
、 

菩 

薩 

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず 
菩 

薩 

た
ち
は
、 

法 

華 

経 

以
前
に
は 

釈 

尊 

か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
が
な
く
、
む
し
ろ 

釈 

尊 

の
師
あ

る
い
は 

善 

知 

識 

と
も
い
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
た
い
る
。 

 

◆
「仏
・御
年
・七
十
二
の
・・・い
ま
だ
き
か
ず
と
領
解
せ
り
」（２
０
８
㌻
11
行
目
～
２
１
０
㌻
４
行
目
） 

 

法 

華 

経 

の
開
経
で
あ
る 

無 

量 

義 

経 

で
は
、
「 

四 

十 
余 
年 

未 

顕 

真 

実 

」
と
述
べ
て
、
そ
れ
以
前
に
説
か
れ
た
経
々
に
は 

真 

実 

が
説
か
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
。 

 

法 

華 

経 

で
は
、 

方 

便 

品
の
「
略 

開 

三 

顕 

一 

」
で 

成 

仏 

の
根
本
法
で
あ
る 

一 

念 

三 

千 

が
簡
略
に
示
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
聴
衆
は
「具
足
の
道
」

を
聞
き
た
い
と
願
っ
た
。
こ
の
「具
足
の
道
」に
つ
い
て
、
諸
経
や
種
々
の
注
釈
を
引
い
て
、
そ
れ
が
「 

南 

無 

妙 

法 

蓮 

華 

経 

」
で
あ
る
こ
と
を
明
か
さ
れ
て
い
る
。 

こ
の
仏
の
み
が
知
る 

成 

仏 

の
根
本
法
が
明
か
さ
れ
て
、
は
じ
め
て 

菩 

薩 

た
ち
も
釈
尊
の 
弟 

子 

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

◆
「又
今
よ
り
こ
そ
諸
大
菩
薩
も
・・・を
ど
ろ
き
し
意
を
か
か
れ
た
り
」（２
１
０
㌻
５
行
目
～
２
１
１
㌻
４
行
目
） 

先
に
見
た
よ
う
に
、 

法 

華 

経 

迹 

門 

で
は
前
代
未
聞
の 

一 

念 

三 

千 

の
教
え
が
説
か
れ
た
が
、
そ
れ
を
聞
い
た 

弟 

子 

た
ち
は
、
驚
き
の
あ
ま
り
直
ち
に
信
ず

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

宝 

塔 

品
に
至
っ
て
、 

宝 

塔 

が
大
地
か
ら
出
現
し
て
虚
空
に
浮
か
び
、 

宝 
塔 
の
中
に
い
た 

多 

宝 

如 

来 

が
そ
の
疑
い
を
晴
ら
し
、 

 

釈 

尊 

の 

法 

華 

経 

の
教
え
が 

真 

実 

で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
。
さ
ら
に 

虚 

空 

会 

に
集
っ
た
無
数
の 
十 

方 

分 

身 

の
諸
仏
も
保
証
す
る
。 

こ
の 

十 

方 

分 

身 

の
諸
仏
は
お
び
た
だ
し
い
数
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
の
諸
仏
を
分
身
と
し
て
膨
大
な
衆
生
を 

教 
化 

す
る
こ
と
は
、
釈
尊
が
今
世
で 

三 

十 

歳
で 

 

成 

道 

し
て
以
来
の
こ
と
と
は
到
底
い
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、 

釈 

尊 

の 

成 

道 

が
遠
い
過
去
で
あ
る
こ
と
が
あ
ら
あ
ら
示
さ
れ
、
後
の 

涌 

出 

品
・ 

寿 

量 

品
で 

 

久 

遠 

実 

成 

を
明
か
す
遠
い
前
触
れ
と
な
っ
て
い
る
。 

 

◆
「其
の
上
に
地
涌
千
界
の
・・・き
か
ず
と
申
す
な
り
」（２
１
１
㌻
５
行
目
～
２
１
２
㌻
７
行
目
） 

 

見 

宝 

塔 

品 

第 

十 

一 

で 

十 

方 

の 

分 

身 

の
諸
仏
が
集
ま
る
こ
と
で
、
釈
尊
の
仏
と
し
て
の
長
期
間
の
ふ
る
ま
い
が
示
唆
さ
れ
た
が
、 

従 

地 

涌 

出 

品 

第 

十 

五 

で
は
、
釈
尊
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て 

滅 

後 

弘 

通 

を
担
う
べ
く
、
大
地
の
下
か
ら
無
数
の 

地 

涌 

の 

菩 

薩 

が
出
現
す
る
。
こ
れ
ほ
ど
多
く
の 

菩 

薩 

が 

 

釈 

尊 

の 

弟 

子 

で
あ
る
た
め
に
は
、 

長 

期 

間 

の 

教 

化 

が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な 

疑 

問 

が
皆
の
心
に
生
じ
、 

動 

執 

生 

疑 
は
起
こ
る
。 

そ
こ
で 

弥 

勒 

菩 

薩 

が
皆
を
代
表
し
て 

釈 

尊 

に
尋
ね
る
の
で
あ
る
。 

 

◆
「仏
此
の
疑
を
答
え
て
云
く
・・・寿
量
の
一
品
の
大
切
な
る
こ
れ
な
り
」（２
１
２
㌻
８
行
目
～
２
１
３
㌻
12
行
目
） 

 

弥 

勒 

菩 

薩 

の
疑
問
に
対
し
て
、 

釈 

尊 

が
、
こ
れ
ら
の
無
数
の 

菩 

薩 

は 

釈 

尊 

が 

成 

道 

以
来
、 

教 

化 

し
て
き
た
者
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。 

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、 

釈 

尊 

が 

久 

遠 

の 

過 

去 

に 

成 

道 

し
た
こ
と
が
あ
ら
ら
示
さ
れ
た
。
こ
れ
が
略 

開 

近 

顕 

遠 

で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の 

真 

実 

は
、
聴

衆
に
は
到
底
信
じ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

◆
「其
の
後
・仏
・寿
量
品
を
・・・な
り
と
・や
ぶ
る
も
ん
な
り
」（２
１
３
㌻
13
行
目
～
18
行
目
） 

 

法 

華 

経 
 
 

如 

来 

寿 

量 

品 

第 

十 

六 

で
「 

 

Ａ  

」
と
説
い
て
、 

始 

成 

正 

覚 

を
ま
さ
し
く
打
ち
破
り
、 

釈 

尊 

の 

久 

遠 

の 

成 

道 

で
あ

る 

広 

開 

近 

顕 

遠 

を
示
さ
れ
る
。
こ
の
文
の
前
半
は
、 

釈 

尊 

が
今
世
で 

成 

道 

し
て
以
来
、 

法 

華 

経 

迹 

門 

の
最
後
の 

安 

楽 

行 

品 

第 

十 

四  

に
い
た
る
ま
で
、
大
菩
薩
を
は
じ
め
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
、
釈
尊
は
今
世
で
初
め
て 

成 

道 

し
た 

始 

成 

正 

覚 

と
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
の
後
半

で
は
、
そ
う
で
は
な
く
、 

釈 

尊 

は
無
量
百
千
万
億
那
由
他
劫
と
い
う 

久 

遠 

の 

過 

去 

に
実
は 

成 

仏 

し
て
い
た
と
い
う 

久 

遠 

実 

成 

を
明
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

◆
「此
の
過
去
常
顕
る
る
時
・・・御
弟
子
に
あ
ら
ず
や
」（２
１
４
㌻
１
行
目
～
18
行
目
） 

 

久 

遠 

実 

成 

を
明
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
釈
尊
と
諸
仏
・菩
薩
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
を
述
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、 

久 

遠 

の 

釈 

尊 

に
対
し
て
諸

仏
は 

眷 

属 

と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
諸
仏
の 

眷 

属 

で
あ
る
迹
化
・他
方
な
ど
の 

菩 

薩 

も 

久 

遠 

の 

釈 

尊 

の
末
流
の 

弟 

子 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

劫
初
か
ら
、
こ
の 

娑 

婆 

世 

界 

を
守
る 

諸 

天 

善 

神 

も
、 

久 

遠 

実 

成 

の
仏
の 

弟 

子 

な
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
、 

法 

華 

経 

本 

門 

に
至
っ
て
、 

久 

遠 

実 

成 

の 

釈 

尊 

こ
そ
一
切
衆
生
に
対
し
て 

真 

の 

主 

師 

親 

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

経
文
＝
一
切
世
間
天･

人
、
及
阿
修
羅
、
皆
謂
今
釈
迦
牟
尼
仏
出
釈
氏
宮
、
去
伽
耶
城
不
遠
、
坐
於
道
場
、
得
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。
然
善
男
子
。

我
実
成
仏
已
来
、
無
量
無
辺
百
千
億
那
由
他
劫
〈
一
切
世
間
の
天･

人
、
及
び
阿
修
羅
は
、
皆
今
の
釈
迦
牟
尼
仏
は
釈
氏
の
宮
を
出
で
て
、
伽

耶
城
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
、
道
場
に
坐
し
て
、
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
得
た
ま
え
り
と
謂
え
り
。
然
る
に
善
男
子
よ
。
我
は
実
に
成
仏

し
て
よ
り
已
来
、
無
量
無
辺
百
千
億
那
由
他
劫
な
り
〉 

 
 

（法
華
経
４
７
７
㌻
・世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄
１
１
５
㌻
） 

 

【参
考
資
料
／
世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
⑥ 

／ 

開
目
抄 

問
答
篇
㈤ 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



     

「而
る
を
天
台
宗
よ
り･

･
･
･
･･

二
箇
の
い
さ
め
了
ん
ぬ
」（２
１
５
㌻
１
行
目
～
２
２
３
㌻
14
行
目
）の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

問
一 

「本
尊
」（２
１
５
㌻
１
・３
・
４
・６
行
目
）・「法
華
経
の
種
」（同
㌻
16
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

ま
た
、
「本
尊
」に
つ
い
て
、
「御
義
口
伝
」で
は
ど
の
よ
う
に
仰
せ
か
を
答
え
な
さ
い
。 

 

釈
尊
の
説
い
た
と
さ
れ
る
一
切
経
の
中
で
は
初
め
て
法
華
経
寿
量
品
と
い
う
形
で
、
永
遠
の
妙
法
が｢

成
仏
の
種
子｣

と
し
て
顕
現
し
、
こ
の
万
人

の｢

成
仏
の
種
子｣

が
寿
量
品
の
文
底
に
秘
沈
さ
れ
て
い
る
故
に
、
寿
量
品
こ
そ
一
切
経
の
頂
点
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
切
経
の
中
で
は
寿
量

品
の
仏
こ
そ
が
成
仏
の
修
行
の
本
尊
と
す
べ
き
仏
で
あ
り
、
仏
の
本
体
で
あ
る
妙
法
蓮
華
経
を
指
し
示
し
て
お
り
、
こ
の
妙
法
蓮
華
経
は
、
万
人

に
内
在
す
る
生
命
の
法
で
あ
り
、
万
人
の｢

成
仏
の
種
子｣

と
な
る
の
で
あ
る
。
（開
目
抄
講
義
上<

以
下
、
『講
義
上
』と
称
す>

１
７
２
㌻
） 

 

御
義
口
伝
＝
本
尊
と
は
法
華
経
の
行
者
の
一
身
の
当
体
な
り 

（御
書
７
６
０
㌻
・講
義
上
１
７
５
㌻
） 

 

問
二 

「今
者
已
満
足
の
文
こ
れ
な
り
」（２
１
７
㌻
１
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

釈
尊
を
は
じ
め
諸
仏
が
菩
薩
の
時
に
、
す
べ
て
の
衆
生
を
苦
し
み
か
ら
救
お
う
と
い
う
誓
願
を
立
て
た
が
、
そ
れ
は
、
法
華
経
を
説
く
こ
と
に
よ

っ
て
成
就
で
き
た
こ
と
。
（世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 <

以
下
、
『開
目
抄
』と
称
す>

１
２
７
㌻
） 

 

問
三 

「疑
て
云
く
当
世
の･･･

下
に
か
く
べ
し
」（２
１
７
㌻
10
行
目
～
２
１
８
㌻
９
行
目
）で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「三
箇
の
勅
宣
」を
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

三
つ
の
仏
の
命
令
と
し
て｢

付
嘱
有
在｣

｢

令
法
久
住｣

｢

六
難
九
易｣

の
文
が
、
宝
塔
品
に
順
に
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、｢

付
嘱
有
在｣

と
は
、
釈
尊
滅

後
の
弘
通
を
弟
子
に
託
そ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
天
台
大
師
は
『法
華
文
句
』で
、
二
つ
の
意
義
が
あ
る
と
し
た
。
一
に
釈
尊
滅
後
の
近
い
世
に

お
い
て
は
迹
化
の
菩
薩
に
付
嘱
し
て
娑
婆
世
界
に
弘
め
さ
せ
る
。
二
に
釈
尊
滅
後
の
遠
い
世
で
あ
る
末
法
に
お
け
る
流
布
の
た
め
に
は
地
涌
の
菩

薩
に
付
嘱
し
て
、
い
た
る
と
こ
ろ
の
国
土
に
流
布
さ
せ
る
。
特
に
、
後
者
は
寿
量
品
を
説
き
起
こ
す
準
備
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、｢

令

法
久
住｣

と
は
、
未
来
永
遠
に
わ
た
っ
て
妙
法
が
伝
え
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
す
る
、
さ
ら
に
、｢

六
難
九
易｣

と
は
、
滅
後
に
お
け
る
法
華
経
の
受

持･

弘
通
の
難
し
さ
を
六
つ
挙
げ
、
そ
れ
が
一
般
的
に
難
事
と
思
わ
れ
る
九
つ
の
こ
と
よ
り
も
難
し
い
と
し
、
そ
れ
で
も
そ
の
難
事
を
成
し
遂
げ

滅
後
に
法
華
経
を
弘
通
す
る
こ
と
を
促
す
も
の
で
あ
る
。
（法
華
経
３
８
５
㌻
～
３
９
３
㌻
・開
目
抄
１
２
９
㌻
） 

 

問
四 

「第
三
の
諌
勅
な
り
」（２
１
８
㌻
８
行
目
）つ
い
て
、
「六
難
九
易
」に
あ
て
は
ま
る
御
文
を
本
抄
よ
り
書
き
ぬ
き
な
さ
い
。 

 

諸
余
の
経
典
数･

恒
沙
の
如
し
此
等
を
説
く
と
雖
も
未
だ
為
れ
難
し
と
す
る
に
足
ら
ず
〈
余
経
説
法
易
〉 

若
し
須
弥
を
接
つ
て
他
方
無
数
の
仏
土
に
擲
げ
置
か
ん
も
亦
未
だ
為
れ
難
し
と
せ
ず
〈
須
弥
擲
置
易
〉 

若
し
仏
滅
後･

悪
世
の
中
に
於
て
能
く
此
の
経
を
説
か
ん
是
則
ち
為
れ
難
し
〈
広
説
此
経
難
〉 

仮
使
劫
焼
に
乾
れ
た
る
草
を
担
い
負
う
て
中
に
入
つ
て
焼
け
ざ
ら
ん
も
亦
未
だ
為
れ
難
し
と
せ
ず
〈
大
火
不
焼
易
〉 

我
が
滅
度
の
後
に
若
し
此
の
経
を
持
ち
て
一
人
の
為
に
も
説
か
ん
是
則
ち
為
れ
難
し
〈
少
説
此
経
難
〉 

（御
書
２
１
８
㌻
・法
華
経
３
９
０
㌻
～
３
９
３
㌻
・講
義
上
１
３
５
㌻
） 

 

問
五 

「已
今
当
」（２
１
９
㌻
17
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

仏
が｢

已
に
説
き
、
今
説
き
、
当
に
説
く｣

と
述
べ
た
過
去･

現
在･

未
来
の
一
切
経
の
中
で
、
法
華
経
は
釈
尊
の
深
遠
な
真
意
を
説
い
た
も
の
で

あ
る
ゆ
え
ん
に
最
も
難
信
難
解
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
法
師
品
に
説
か
れ
て
い
る
。
（法
華
経
３
６
２
㌻
・開
目
抄
１
３
５
㌻
） 

 

問
六 

「教
の
浅
深
を
し
ら
ざ
れ
ば
理
の
浅
深
を
弁
う
も
の
な
し
」（２
２
２
㌻
８
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

｢

六
難
九
易｣

や｢

已
今
当｣

の
よ
う
に
、
仏
自
ら
が
判
定
し
た
教
の
浅
深
が
わ
か
な
け
れ
ば
、
教
に
含
ま
れ
て
い
る
法
理
の
浅
深
に
は
迷
う
の
は

当
然
で
あ
る
。
（講
義
上
１
９
０
㌻
・開
目
抄
１
３
６
㌻
） 

 

問
七 

「六
難
九
易
」（２
２
３
㌻
４
行
目
）の
意
義
に
つ
い
て
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
伝
教
大
師
の
文
を
、
御
書
よ
り
選
び
答
え
な
さ
い
。 

 

浅
き
は
易
く
深
き
は
難
し
と
は
釈
迦
の
所
判
な
り
浅
き
を
去
つ
て
深
き
に
就
く
は
丈
夫
の
心
な
り 

（｢

報
恩
抄｣

御
書
３
１
０
㌻
・講
義
上
１
８
７
㌻
） 

 

問
八 

「二
箇
の
諫
暁
あ
り
」（２
２
３
㌻
５
行
目
）に
つ
い
て
、
そ
の
意
義
を
答
え
な
さ
い
。 

 

爾
前
経
で
は
明
か
さ
れ
て
い
な
か
っ
た｢

女
人
成
仏｣

と｢

悪
人
成
仏｣

が
、
明
確
に
説
き
明
か
さ
れ
た
こ
と
は
、
法
華
経
こ
そ
が
、
悪
世
末
法
に

生
き
る
万
人
の
成
仏
を
実
現
す
る
唯
一
の
大
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
竜
女
の
成
仏
で
す
べ
て
の
女
性
の
成
仏
が
可
能
に
な
り
、
ま
た
提
婆
の
悪
人

成
仏
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
男
性
の
成
仏
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
変
毒
為
薬･

即
身
成
仏
の
妙
法
こ
そ
が
、
末
法
の
全
人
類
を
救

済
す
る
大
法
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
父
母
を
救
う
信
の
孝
養
の
大
道
と
な
る
の
で
あ
る
。
（開
目
抄
１
４
７
㌻
） 

 

【参
考
資
料
／
開
目
抄
講
義
上
・世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
⑦ 

／ 

開
目
抄 

問
答
篇
㈥ 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



     

「已
上
五
箇
の
鳳
詔
に･･

･
･
･
･

三
類
の
怨
敵
に
あ
ら
ず
や
」（２
２
３
㌻
15
行
目
～
２
２
９
㌻
９
行
目
）の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

問
一 

「五
箇
の
鳳
詔
」（２
２
３
㌻
15
行
目
）に
つ
い
て
、
説
明
し
な
さ
い
。 

 

宝
塔
品
に
お
け
る
三
箇
の
勅
宣
と
提
婆
逹
多
品
に
お
け
る
二
箇
の
諫
暁
を
さ
し
、
三
箇
の
勅
宣
と
は｢

付
嘱
有
在｣

｢

令
法
久
住｣

｢

六
難
九
易｣

、

二
箇
の
諫
暁
と
は｢

女
人
成
仏｣

｢

悪
人
成
仏｣

を
そ
れ
ぞ
れ
説
い
て
い
る
。 

（世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 <

以
下
、
『開
目
抄
』と
称
す>

１
５
６
㌻
） 

 

問
二 

「頚
は
ね
ら
れ
ぬ
」と
「魂
魄
」（２
２
３
㌻
16
行
目
）を
用
い
て
、
大
聖
人
の
「発
迹
顕
本
」を
説
明
し
な
さ
い
。 

 

凡
夫
と
し
て
振
る
舞
わ
れ
た
お
立
場
は
竜
の
口
で
終
え
ら
れ
た
こ
と
を
「
頚
は
ね
ら
れ
ぬ
」
と
表
現
さ
れ
、「
魂
魄
」
と
は
、
万
人
成
仏
の
妙
法

を
広
宣
流
布
す
る
久
遠
元
初
の
自
受
用
身
、
末
法
の
御
本
仏
と
し
て
の
生
が
始
ま
る
こ
と
が
、
大
聖
人
の
発
迹
顕
本
と
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（開
目
抄
講
義
下<

以
下
、
『講
義
下
』と
称
す>

14
㌻
・開
目
抄
１
５
８
㌻
） 

 

問
三 

「唯
願
く
は
・・・数
数
擯
出
せ
ら
れ
ん
」（２
２
４
㌻
１
～
８
行
目
）を
、
「三
類
の
強
敵
」に
配
し
な
さ
い
。 

 

第
一
類
＝
諸
の
無
智
の
人
の
悪
口
罵
詈
等
し
及
び
刀
杖
を
加
う
る
者
有
ら
ん
我
等
皆
当
に
忍
ぶ
べ
し
〈
俗
衆
増
上
慢
〉 

（法
華
経
４
１
８
㌻
・開
目
抄
１
６
０
㌻
） 

 

第
二
類
＝
悪
世
の
中
の
比
丘
は
邪
智
に
し
て
心
諂
曲
に
未
だ
得
ざ
る
を
為
れ
得
た
り
と
謂
い
我
慢
の
心
充
満
せ
ん
〈
道
門
増
上
慢
〉 

（法
華
経
４
１
８
㌻
・開
目
抄
１
６
０
㌻
） 

 

第
三
類
＝
或
は
阿
練
若
に
納
衣
に
し
て
空
閑
に
在
つ
て
自
ら
真
の
道
を
行
ず
と
謂
つ
て
人
間
を
軽
賤
す
る
者
有
ら
ん
利
養
に
貪
著
す
る
が
故
に
白
衣

の
与
に
法
を
説
い
て
世
に
恭
敬
せ
ら
る
る
こ
と
を
為
る
こ
と
六
通
の
羅
漢
の
如
く
な
ら
ん
、
是
の
人
悪
心
を
懐
き
常
に
世
俗
の
事
を
念
い

名
を
阿
練
若
に
仮
て
好
ん
で
我
等
が
過
を
出
さ
ん
、
常
に
大
衆
の
中
に
在
つ
て
我
等
を
毀
ら
ん
と
欲
す
る
が
故
に
国
王･

大
臣･

婆
羅
門･

居
士
及
び
余
の
比
丘
衆
に
向
つ
て
誹
謗
し
て
我
が
悪
を
説
い
て
是
れ
邪
見
の
人･

外
道
の
論
議
を
説
く
と
謂
わ
ん
〈
僭
聖
増
上
慢
〉 

（法
華
経
４
１
８
㌻
・開
目
抄
１
６
０
㌻
） 

 

問
四 

「初
に
一
行
は
・・・以
て
の
故
に
」（２
２
４
㌻
９
行
目
～
11
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

最
初
の
俗
衆(

増
上
慢)

は
、
仏
法
に｢

無
知｣

な
在
家
の
人
々
で
、
悪
口
罵
詈
、
刀
杖
な
ど
、
言
葉
や
暴
力
の
迫
害
を
加
え
ま
す
。
次
の
道
門
増
上

慢
は
、｢

邪
知｣

に
し
て
心
の
諂
い
曲
が
っ
た
悪
世
中
の
比
丘
た
ち
は
、
ま
だ
、
悟
り
を
得
て
い
な
い
の
に
得
た
と
思
い
こ
み
、
自
義
に
執
着
す
る

慢
心
が
充
満
し
て
い
ま
す
。
第
三
の
僭
聖
増
上
慢
は
、
文
字
通
り
〝
聖
者
を
装
い
〟
な
が
ら
、
人
々
を
軽
賤
し
、
利
欲
を
貪
り
、
阿
羅
漢
の
よ
う

に
崇
め
ら
れ
、
法
華
経
の
行
者
を
貶
め
、
権
力
者
な
ど
に
讒
言
す
る
な
ど
の
迫
害
を
す
る
。
（講
義
下
17
㌻
・開
目
抄
１
６
１
㌻
） 

 

問
五 

「
夫
れ
鷲
峯
・雙
林
の･･･

三
聖
の
怨
敵
に
あ
ら
ず
や
」
（
２
２
５
㌻
８
行
目
～
２
２
７
㌻
15
行
目
）
の
大
意
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
次
の
文
中
の 

 
 

に
あ
て
は
ま
る
語
句

を
答
え
な
さ
い
。 

 

ま
ず 

三 

類 

の 

強 

敵 

を
明
か
し
た
経
文
に
、
日
蓮
大
聖
人
の
御
在
世
当
時
の
諸
宗
の 

僧 

の
様
相
が
全
く
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、 

末 

法 

が 
悪 
世  

で
あ
る
と
す
る
他
の
経
文
を
再
度
確
認
さ
れ
る
。 

末 

法 

悪 

世 

の
今
日
に 

三 

類 

の 

強 

敵 

が
い
る
こ
と
が
明
白
な
ら
、
彼
ら
が 

迫 

害 

す
る
相
手
で
あ
る 

 

法 

華 

経 

の 

行 

者 

が
い
る
こ
と
も
確
実
で
あ
る
と
示
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
外
典
で
も 

予 

言 

が
当
た
る
例
や
付
法
蔵
経
の 

予 

言 

が 

的 

中 

し
た
例
を
挙
げ

て
、 

法 

華 

経 

の 

予 

言 

も
ま
た
現
実
の
も
の
と
な
る
こ
と
を
明
確
に
さ
れ
る
。 

次
に
、 

三 

類 

の 

強 

敵 

の
う
ち
、
第 

一 

の
「 

俗 

衆 

増 

上 

慢 

」
と
第 

二 

の 

「 

道 

門 

増 

上 

慢 

」
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
、 

釈 

迦 

、 

多 

宝 

、 

十 

方 

の 

諸 

仏 

が 

法 

華 

経 

こ
そ 

真 

実 
  

永 

遠 

の 

成 

仏 

の 

法 

で
あ
る
こ
と
を
保
証
し 

令 

法 

久 

住 

を

図
っ
た
の
に
対
し
て
、 

法 

然 

ら 

念 

仏 

者 

が
「 

法 

華 

経 

は 

末 

法 

で
は 

念 

仏 

よ
り
も
前
に 

功 

力 

を
失
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
邪
説
を
広
め
た
の
は
、
こ
れ

ら
の 

仏 

に
対
す
る 

怨 

敵 

で
あ
る
と 

破 

折 

さ
れ
て
い
る
。 

 

問
六 

「第
三
は
、
法
華
経
に
・・
・怨
敵
に
あ
ら
ず
や
」（２
２
７
㌻
㌻
16
行
～
２
２
９
㌻
９
行
目
）に
つ
い
て
、
僭
聖
増
上
慢
の
悪
の
本
質
を
明
か
さ
れ
て
い
る
御
文
を
、
本
抄
よ
り
書
き

ぬ
き
な
さ
い
。 

 

｢

羅
漢
に
似
た
る｣

、｢

持
律
に
似
像
し
て
少
か
に
経
典
を
読
誦
し
飲
食
を
貪
嗜
し
て
其
の
身
を
長
養
せ
ん｣

、 

｢

外
に
は
賢
善
を
現
し
内
に
は
貪
嫉
を
懐
く｣

、｢

実
に
は
沙
門
に
非
ず
し
て
沙
門
の
像
を
現
じ
邪
見
熾
盛
に
し
て
正
法
を
誹
謗
せ
ん｣

、 

｢

出
家
の
処
に
一
切
の
悪
人
を
摂
す｣

、｢

一
種
の
禅
師
は
唯
観
心
の
一
意
の
み
有
り
或
は
浅
く
或
は
偽
る
余
の
九
は
全
く
此
無
し｣

、 

｢

文
字
法
師
と
は
内
に
観
解
無
く
し
て
唯
法
相
を
構
う
事
相
の
禅
師
と
は
境
智
を
閑
わ
ず
鼻
膈
に
心
を
止
む｣

、 

｢

臨
終
に
皆
悔
ゆ｣

、｢

究
竟
の
処
を
見
ず
と
は
彼
の
一
闡
提
の
輩
の
究
竟
の
悪
業
を
見
ざ
る
な
り｣ 

（講
義
下
36
㌻
） 

 

【参
考
資
料
／
開
目
抄
講
義
下
・世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
⑧ 

／ 

開
目
抄 

問
答
篇
㈦ 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



     

「当
世
の
念
仏
者
等･

･
･
･･
･

願
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
」（２
２
９
㌻
10
行
目
～
２
３
２
㌻
６
行
目
）の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

問
一
「当
世
の
念
仏
者
等･･･
行
者
と
い
う
べ
き
か
」（２
２
９
㌻
10
行
目
～
18
行
目
）の
大
意
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
次
の
文
中
の 

 
 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
答
え
な
さ
い
。 

 

当
時
の
日
本
に 

法 
華 
経 

の 

行 

者 

が
い
な
い
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

ま
ず
、
本
来
は 

法 

華 

経 
を 

擁 

護 

す
べ
き 

天 

台 

宗
の
僧
た
ち
ま
で
、 

念 

仏 

・ 

禅 

に
屈
服
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
現
実
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
世
間
的

な
悪
事
で
流
罪
さ
れ
た
り
非
難
さ
れ
た
り
い
る
て
い
る 

僧 

侶 

も
、 

法 

華 

経 

の
た
め
に 

迫 

害 

を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
ら
、 

法 

華 

経 

の 

行 

者 

で
は
な
い
こ

と
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
大
聖
人
の
場
合
は
世
間
の
罪
に
よ
っ
て
難
に
遭
わ
れ
た
の
で
は
全
く
な
く
、
そ
の
こ
と
ご
と
く
が 

法 

華 

経 

の 

経 

文 

通
り
に 

正 

法 

を 

 

弘 

通 

さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、 

大 

聖 

人 

こ
そ 

法 

華 

経 

の 

行 

者 

で
あ
る
と
い
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

問
二 

「仏
と
提
婆
と
は
身
と
影
と
の
ご
と
し
生
生
に
は
な
れ
ず
」（２
３
０
㌻
５
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

正
法
を
弘
め
る
仏
に
対
し
、
そ
れ
を
妨
げ
る
魔
は
、
身
と
影
の
よ
う
に
、
生
ま
れ
る
た
び
に
離
れ
ず
一
緒
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

｢

身｣

が
行
動
し
て
い
る
限
り
、｢

影｣

は
つ
き
ま
と
う
よ
う
に
、
法
華
経
の
行
者
の
実
践
を
契
機
に
そ
れ
を
妨
げ
よ
う
と
元
品
の
無
明
が
発
動
し

た
働
き
が
、
三
類
の
強
敵
な
の
で
あ
る
。 

（開
目
抄
講
義
下<

以
下
、
『講
義
下
』と
称
す>

47
㌻
・世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 <

以
下
、
『開
目
抄
』と
称
す>

１
８
４
㌻
） 

 

問
三 

「天
の
諸
の
・
・
・白
癩
の
病
を
得
ん
」（
２
３
０
㌻
９
行
目
～
12
行
目
）に
つ
い
て
、
引
用
さ
れ
て
い
る
経
文
を
、
「行
者
守
護
」
（法
華
経
の
行
者
は
諸
天
善
神
の
加
護
を
受
け
、
現

世
安
穏
と
な
る
）と
「謗
者
現
罰
」（法
華
経
の
行
者
に
対
し
て
誹
謗
・迫
害
を
加
え
る
者
は
現
罰
を
受
け
る
）
に
そ
れ
ぞ
れ
配
し
な
さ
い
。 

 

行
者
守
護
＝｢

天
の
諸
の
童
子
以
て
給
使
を
為
さ
ん
、
刀
杖
も
加
え
ず
、
毒
も
害
す
る
こ
と
能
わ
ざ
ら
ん｣

、 

｢

現
世
に
は
安
穏
に
し
て
後･

善
処
に
生
れ
ん｣

、 

｢

現
世
に
於
て
其
の
福
報
を
得
ん｣ 

（講
義
下
60
㌻
・開
目
抄
１
９
９
㌻
） 

 

謗
者
現
罰
＝｢

若
し
人
悪
罵
す
れ
ば
口
則
閉
塞
す｣

、｢

頭
破
れ
て
七
分
と
作
る
こ
と
阿
梨
樹
の
枝
の
如
く
な
ら
ん｣

、 

 
 

 
 

 
｢

若
し
復
是
の
経
典
を
受
持
す
る
者
を
見
て
其
の
過
悪
を
出
せ
ば
若
し
は
実
に
も
あ
れ
若
し
は
不
実
に
も
あ
れ
此
の
人
現
世
に
白
癩
の

病
を
得
ん｣ 

（同
） 

 

問
四 

「不
軽
品
に
云
く
・
・
・か
ん
が
へ
た
る
が
ご
と
し
」
（
２
３
０
㌻
13
行
目
～
２
３
１
㌻
18
行
目
）
に
つ
い
て
、
法
華
経
の
行
者
が
大
難
を
被
っ
て
も
諸
天
善
神
の
加
護
が
な
い
こ
と
や

迫
害
者
に
現
罰
が
現
れ
な
い
理
由
を
、
大
聖
人
は
ど
の
よ
う
に
仰
せ
に
な
っ
て
い
る
か
を
三
点
答
え
な
さ
い
。 

 

不
軽
菩
薩
自
身
が
過
去
の
法
華
誹
謗
の
宿
業
が
あ
っ
た
た
め
に
、
不
軽
菩
薩
を
迫
害
し
た
人
々
に
現
罰
が
な
か
っ
た
こ
と
が
、
不
軽
品
に
説
か
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
華
経
の
行
者
自
身
が
謗
法
の
宿
業
を
も
っ
て
い
る
場
合
は
、
迫
害
者
に
直
ち
に
は
現
罰
が
出
な
い
。 

（講
義
下
62
㌻
・開
目
抄
２
０
２
㌻
） 

 

仏
の
教
え
を
信
じ
よ
う
と
す
る
心
が
な
く
、
正
法
と
そ
れ
を
説
く
者
を
誹
謗
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
重
罪
を
悔
い
改
め
よ
う
と
し
な
い
一
闡
提
者

の
場
合
は
、
死
後
、
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
の
で
、
現
罰
が
出
な
い
。
一
闡
提
で
な
い
場
合
は
、
現
罰
を
受
け
て
菩
提
心
を

起
こ
し
て
成
仏
が
で
き
る
。
（講
義
下
65
㌻
・開
目
抄
２
０
３
㌻
） 

 

一
国
が
謗
法
と
化
し
た
時
は
、
諸
天
善
神
が
こ
の
国
を
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
た
め
法
華
経
の
行
者
へ
の
加
護
が
な
く
、
誹
謗
者
へ
の
治

罰
も
な
い
の
で
、
現
罰
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
悪
国･

悪
時
に
諸
天
が
国
を
捨
て
去
る
と
い
う
こ
と
は
、｢

立
正
安
国
論｣

の
な
か
で
詳
し
く
説
か

れ
て
い
る
。
（講
義
下
67
㌻
・開
目
抄
２
０
４
㌻
） 

 

問
五 

「詮
ず
る
と
こ
ろ
は
天
も
す
て
給
え
諸
難
に
も
あ
え
身
命
を
期
と
せ
ん
」（２
３
２
㌻
１
行
目
）に
つ
い
て
、
大
聖
人
の
御
心
境
を
推
察
し
な
さ
い
。 

 

い
か
に
末
法
の
法
華
経
の
行
者
は
大
難
を
受
け
る
と
法
華
経
に
予
言
さ
れ
て
い
て
も
、
ま
た
、
ど
れ
ほ
ど
大
聖
人
が
諸
天
の
加
護
が
現
れ
な
い
理

由
を
理
を
尽
く
し
て
示
さ
れ
て
も
、大
聖
人
が
あ
え
て｢

謗
法｣

と
い
う
根
源
悪
と
戦
わ
れ
て
苦
難
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
わ
か
ら
な

い
。
そ
こ
で
大
聖
人
は
、
御
自
身
の｢

誓
願｣

と
い
う
形
で
、
謗
法
と
戦
う
法
華
経
の
行
者
と
し
て
の
御
境
地
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

（講
義
下
81
㌻
・開
目
抄
２
０
９
㌻
） 

 

問
六 

「身
子
が
・・・塵
な
る
べ
し
」（２
３
２
㌻
１
行
目
～
５
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
さ
い
。 

 

誓
願
の
人
生
を
歩
む
う
え
で
最
も
大
切
な
こ
と
は｢

不
退
の
心｣

で
あ
る
。
そ
れ
は
身･

口･

身
に
わ
た
る
不
退
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
生
涯
、
戦

い
続
け
る
魂
を
失
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
誓
願
は
、
貫
き
果
た
し
て
こ
そ
、
真
の
誓
願
な
の
あ
る
。
（講
義
下
84
㌻
・開
目
抄
２
１
０
㌻
） 

 

問
七 

「我
日
本
の
・・・大
船
と
な
ら
む
」（２
３
２
㌻
５
行
目
）に
つ
い
て
、
主
師
親
の
三
徳
に
そ
れ
ぞ
れ
配
し
な
さ
い
。 

 

主
徳
＝
日
本
の
柱
と
な
ら
む 

（講
義
下
90
㌻
・開
目
抄
２
１
２
㌻
） 

 

師
徳
＝
日
本
の
眼
目
と
な
ら
む 

（同
） 

 

親
徳
＝
日
本
の
大
船
と
な
ら
む 

（同
） 

【参
考
資
料
／
開
目
抄
講
義
下
・世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
⑨ 

／ 

開
目
抄 

問
答
篇
㈧ 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



     

「疑
つ
て
云
く
い
か
に
と
し
て･･

･
･
･･

大
楽
を
・う
く
べ
け
れ
ば
大
に
悦
ば
し
」（２
３
２
㌻
７
行
目
～
２
３
７
㌻
終
）の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

問
一 

「善
男
子
過
去
に
・・・或
は
王
難
に
遭
い
」（２
３
２
㌻
８
行
目
～
10
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

過
去
世
の
宿
業
の
報
い
と
し
て
今
世
に
受
け
る
苦
難
に
は
、｢

軽
ん
じ
ら
れ
る｣

｢

姿･

形
が
醜
い｣

｢

衣
服
が
不
足
す
る｣

｢

飲
食
が
粗
末
で
あ
る｣

｢

財
を
求
め
て
も
得
ら
れ
な
い｣

｢

貧
し
く
て
身
分
の
低
い
家
に
生
ま
れ
る｣

｢

邪
見
の
家
に
生
ま
れ
る｣

｢

王
か
ら
迫
害
を
受
け
る｣

の
八
種
類
の
苦

難
が
あ
る
。 

（開
目
抄
講
義
下<

以
下
、
『講
義
下
』と
称
す>

１
０
７
㌻
・世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 <

以
下
、
『開
目
抄
』と
称
す>

２
１
９
㌻
） 

 

問
二 

「余
の
種
種
の
・・・由
る
が
故
な
り
」（２
３
２
㌻
10
行
目
～
11
行
目
）に
つ
い
て
、
「転
重
軽
受
法
門
」で
は
ど
の
よ
う
に
仰
せ
か
を
答
え
な
さ
い
。 

 

涅
槃
経
に
転
重
軽
受
と
申
す
法
門
あ
り
、
先
業
の
重
き
今
生
に
つ
き
ず
し
て
未
来
に
地
獄
の
苦
を
受
く
べ
き
が
今
生
に
か
か
る
重
苦
に
値
い
候
へ

ば
地
獄
の
苦
み
ぱ
つ
と
き
へ
て
死
に
候
へ
ば
人
天･
三
乗･

一
乗
の
益
を
う
る
事
の
候 

（御
書
１
０
０
０
㌻
・講
義
下
１
１
２
㌻
） 

 

問
三 

「今
ま
日
蓮
・強
盛
に
・・・招
き
出
だ
せ
る
な
る
べ
し
」（２
３
３
㌻
３
行
目
～
４
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
さ
い
。 

 

護
法
の
実
践
で
鍛
え
上
げ
ら
れ
た
生
命
は
、
謗
法
の
悪
業
と
い
う
不
純
物
を
た
た
き
出
し
三
世
永
遠
に
不
滅
と
な
る
無
始
以
来
の
生
死
の
繰
り
返

し
の
な
か
、
こ
の
一
生
で
宿
命
転
換
が
実
現
し
、
永
遠
に
崩
れ
な
い
仏
界
の
境
涯
を
胸
中
に
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（講
義
下
１
１
７
㌻
・開
目
抄
２
２
８
㌻
） 

 

問
四 

「譬
え
ば
貧
女
の
・・・自
ら
至
る
が
如
し
」（２
３
３
㌻
６
行
目
～
12
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

貧
女
が
わ
が
身
を
顧
み
ず
、
あ
ら
ゆ
る
苦
難
に
遭
い
な
が
ら
、
子
ど
も
を
ど
こ
ま
で
も
手
放
さ
な
か
っ
た
慈
悲
の
心
を
通
し
て
、
正
法
護
持
の
精

神
を
譬
え
で
教
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
覚
り
を
得
た
仏
が
そ
の
覚
り
を
そ
の
ま
ま
説
い
た
の
が
法
華
経
で
あ
る
か
ら
、
法
華
経
そ

の
も
の
が
了
因
で
あ
り
、
凡
夫
に
あ
っ
て
は
こ
の
法
華
経
へ
の
信
心
の
心
が
了
因
仏
性
な
の
で
あ
る
。
こ
の
法
華
経
の
信
心
を
離
さ
な
い
こ
と
を

示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
（講
義
下
１
８
９
㌻
・講
義
１
１
２
㌻
） 

 

問
五 

「我
並
び
に
我
が
弟
子
・・・わ
す
る
る
な
る
べ
し
」（２
３
４
㌻
７
行
目
～
９
行
目
）に
つ
い
て
、
こ
の
御
文
に
呼
応
す
る
御
文
を
本
抄
よ
り
選
び
答
え
な
さ
い
。 

 

詮
ず
る
と
こ
ろ
は
天
も
す
て
給
え
諸
難
に
も
あ
え
身
命
を
期
と
せ
ん
（
中
略
）
我
日
本
の
柱
と
な
ら
む
我
日
本
の
眼
目
と
な
ら
む
我
日
本
の
大

船
と
な
ら
む
等
と
ち
か
い
し
願
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず 

（御
書
２
３
２
㌻
） 

 

問
六 

「妻
子
を
不
便
と
・・・返
て
み
ち
び
け
か
し
」（２
３
４
㌻
９
行
目
～
11
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
さ
い
。 

 

ど
の
よ
う
な
人
も
無
始
以
来
の
無
数
の
生
死
流
転
に
お
い
て
、
そ
の
都
度
、
妻
子
と
の
別
れ
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
別
れ
の
相
を
直
視
し

て
、
い
つ
か
は
別
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
自
ら
が
信
心
を
貫
き
通
し
て
成
仏
の
境
涯
を
得
て
、
そ
の
う
え
で
妻
子
を
霊
山
に
導
く

べ
き
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
（開
目
抄
２
４
７
㌻
） 

 

問
七 

「夫
れ
仏
に
両
説
あ
・・・国
か
と
・し
る
べ
し
」（２
３
４
㌻
14
行
目
～
２
３
５
㌻
13
行
目
）に
つ
い
て
、
「摂
受
」・「折
伏
」を
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

摂
受
＝
無
智･

悪
人
が
国
土
に
充
満
し
て
い
る
時
は
、
安
楽
行
品
に
説
か
れ
て
い
る
通
り
、
弘
通
に
お
い
て
相
手
の
見
解
を
容
認
し
つ
つ
、
寛
容
の
姿

勢
で
次
第
に
正
法
へ
と
誘
引
し
て
い
く
化
導
法
で
あ
る
摂
受(

摂
引
容
受)

を
優
先
さ
せ
る
。
摂
受
に
は
慈
悲
を
自
ら
実
践
し
て
い
く
面
が
あ

る
。
（講
義
下
１
５
５
㌻
・開
目
抄
２
５
３
㌻
） 

 

折
伏
＝
邪
智･

謗
法
の
者
が
多
い
と
き
は
、
常
不
軽
品
に
説
か
れ
て
い
る
通
り
、
相
手
の
悪
心
を
折
っ
て
正
法
に
伏
せ
し
め
て
い
く
厳
愛
の
行
為
で
あ

る
折
伏(

破
折
屈
服)

を
優
先
さ
せ
る
。
自
ら
の
内
な
る
悪
、
己
心
の
魔
と
戦
い
、
打
ち
破
っ
て
い
く
面
が
あ
り
、
末
法
の
時
代
は
折
伏
が
時

に
適
っ
た
実
践
と
な
る
の
で
あ
る
。
（同
） 

 

問
八 

「若
し
善
比
丘
法
を
・・・仏
法
中
の
怨
な
り
」（２
３
６
㌻
11
行
目
～
15
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
さ
い
。 

 

仏
法
を
破
壊
す
る
者
に
対
し
て
何
も
せ
ず
に
放
置
し
て
い
る
の
は
、
自
身
も｢

仏
法
中
の
怨｣

に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
と
は
反
対
に
仏
法
破
壊
の

者
に
呵
責
を
加
え
る
折
伏
を
行
じ
た
者
は
、
真
の
仏
弟
子
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
真
の
仏
弟
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
成
仏
は
間
違
い
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
（講
義
下
１
６
１
㌻
・開
目
抄
２
７
０
㌻
） 

 

問
九 

「夫
れ
法
華
経
の
宝
塔
品
を
・・・是
れ
彼
が
親
』等
云
云
」（２
３
６
㌻
16
行
目
～
２
３
７
㌻
６
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
答
え
な
さ
い
。 

 

宝
塔
品
に
お
い
て
釈
迦
仏･

多
宝
仏･

十
方
分
身
の
諸
仏
の
三
仏
が
集
っ
た
目
的
の
元
意
は
、法
華
経
を
未
来
の
一
切
の
仏
子
に
与
え
る
こ
と
で
あ

り
、
悪
世
末
法
の
大
苦
の
衆
生
を
憂
え
ら
れ
た
三
仏
が
こ
の
妙
法
を
残
さ
れ
た
。
こ
の
妙
法
を
弘
め
ん
が
た
め
に
自
ら
の
身
命
も
惜
し
ま
ず
折
伏

を
行
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
切
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
の
大
聖
人
の
慈
悲
の
発
露
で
あ
り
、
そ
こ
に
一
切
衆
生
の
主
師
親
で
あ
ら
れ
る
ゆ
え
ん

が
あ
る
。
（講
義
下
１
７
５
㌻
・開
目
抄
２
７
９
㌻
） 

  

【参
考
資
料
／
開
目
抄
講
義
下
・世
界
広
布
の
翼
を
広
げ
て 

教
学
研
鑽
の
た
め
に
―
開
目
抄 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
⑩ 

／ 

開
目
抄 

問
答
篇
㈨ 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



     

本
抄
『
生
死
一
大
事
血
脈
抄
』
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

問
一 

本
抄
が
ご
執
筆
さ
れ
た
背
景
や
対
告
衆
・題
号
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
次
の
文
中
の 

 
 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
答
え
な
さ
い
。 

 

本
抄
「生
死
一
大
事
血
脈
抄
」
は
、 

文 

永 

九 

年 

二 

月 

十
一 

日
、 

五
十
一 

歳
の
時
、
流
罪
地
・ 

佐 

渡 

の 

塚 

原 

で
認
め
ら
れ
、 

最 

蓮 

坊 

に
与
え
ら

れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。 

同
年 

一 

月 

十
六 

・ 

十
七 
日
、
佐
渡
だ
け
で
な
く
、
各
地
か
ら
多
く
の 

念 

仏 

な
ど
の
諸
宗
の
法
師
・僧
侶
が
集
ま
っ
て
、
大
聖
人
を
処
分
せ
よ
と
の
声
に 

佐 

渡  

の 

守 

護 

代 

・本
間
重
連
は
、 

塚 
原 
に
お
い
て
法
論
に
よ
っ
て
の
決
着
を
申
し
渡
す
。
そ
の
結
果
、
悉
く
大
聖
人
に
完
膚
な
き
ま
で
に
破
折
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。 

〈「種
種
御
振
舞
御
書
」
（９
１
７
㌻
12
行
目
～
）参
照
〉 

こ
の 

塚 

原 

問 

答 

に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、 
念 
仏 

者 

た
ち
の
憎
悪
は
強
く
、
そ
の
た
め
幕
府
の
要
人
か
ら
敵
視
さ
れ
た
大
聖
人
は
、
絶
え
ず
命
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る

日
々
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、 

阿 

仏 

房 

、 

国 

府 
入 
道 

ら
が
大
聖
人
の
偉
大
な
御
境
涯
に
触
れ
、 

帰 

依 

し
て
い
る
。 

 

対 

告 

衆 

と
さ
れ
る 

最 

蓮 

坊 

は
、
本
抄
の
他
に
「 
諸 

法 

実 

相 

抄 

」
「 

当 

体 

義 

抄 

」
「 

祈 

祷 

抄 

」
な
ど
の
重
書
を
い
た
だ
い
た
と
さ
れ
る
。 

 

最 

蓮 

坊 

に
つ
い
て
は
、
京
都
出
身
の 

天 

台 

の
元 

学 
僧 
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
佐
渡
へ
の
流
罪
な
ど
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。 

 

本
抄
の
題
号
に
あ
る
「生
死
一
大
事
」
と
は
、 

生 

と 

死 

を
繰
り
返
し
て
流
転
す
る
生
命
に
お
い
て
根
本
の
大
事
、 

万 

人 

成 

仏 

の 

法 

を
意
味
す
る
。 

ま
た
、
「 

血 

脈 

」
と
は
、
法
が 

仏 

か
ら 

衆 

生 

へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
、 

親 

か
ら 

子 

へ 

血 

筋 

が
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
譬
え
ら
れ
た
表
現
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
「生
死
一
大
事
血
脈
」
と
は
、 

仏 

か
ら 

衆 

生 

に
伝
え
る
根
本
的
に
重
要
な 

成 

仏 

の 

法 

を
意
味
す
る
。 

 

問
二 

本
抄
の
大
意
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
る
次
の
文
中
の 

 
 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
答
え
な
さ
い
。 

 

本
抄
で
は
、
初
め
に
、
生
死
一
大
事
血
脈
の 

法 

と
は 

妙 

法 

蓮 

華 

経 

で
あ
り
、
そ
れ
は 

法 

華 

経 

で 

釈 

迦 

・ 

多 

宝 

の
二
仏
か
ら 

上 

行 

菩 

薩 

に

悪
世
で
の 

妙 

法 

弘 

通 

を
託
さ
れ
た
極
め
て
重
要
な
法
で
あ
り
、
ま
た
、 

妙 

法 

蓮 

華 
経 
の 

五 

字
は
無
限
の
過
去
か
ら
常
に
生
命
に
具
わ
っ
て
い
る 

血 

脈 

で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
の 

生 

死 

、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
生
成
・消
滅
は
、
全
て
「 

妙 

法 

蓮 
華 
経 

の 

生 

死 

」
で
あ
り
、 

妙 

法 

蓮 

華 

経 

の
起
滅
で

あ
る
と
さ
れ
、 

妙 

法 

蓮 

華 

経 

が
万
物
の 

生 

死 

と
因
果
を
貫
く
宇
宙
根
源
の
法
で
あ
る
こ
と
を
明
か
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、 

十 

界 

の
全
て
の 

衆 

生 

の 

 

生 

死 

は 

妙 

法 

蓮 

華 

経 

の 

生 

死 

で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、 

釈 

迦 

・ 

多 

宝 

の
二
仏
も 

生 
死 
の
二
法
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。 

次
に
、 

衆 

生 

が
生
死
一
大
事
の 

血 

脈 

を
受
け
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
信
心
の
姿
勢
に
立
つ
べ
き
か
を
、
以
下
の
点
に
お
い
て
教
え
ら
れ
て
い
る
。 

第
一
に
、
究
極
の 

仏 

と
究
極
の 

法 

と
、
私
た
ち 

衆 

生 

の
生
命
の
三
つ
が
と
も
に 

妙 

法 

蓮 

華 

経 

で
あ
り
、
全
く 
差 

別 

が
な
い
と
信
じ
て
南
無
妙
法
蓮
華

経
と
唱
え
る
信
行
に
生
死
一
大
事
血
脈
が
あ
る
。 

第
二
に
、
ひ
と
度
、 

法 

華 

経 

を
信
受
し 

下 

種 

結 

縁 

す
れ
ば
、 

過 

去 

世
・ 

現 

在 

世
・ 

未 

来
世
の 

三 

世
に
わ
た
っ
て
、
そ
れ
が 

生 

死 

を
超
え

て
途
切
れ
る
こ
と
な
く
続
き
、 

成 

仏 

へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
断
ち
き
る
の
が 

謗 

法 

・ 

不 

信 

で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
現
在
の 

生 

涯 

不 

退 

転

  

の
信
心
に
よ
っ
て
、 

血 

脈 

は
途
切
れ
ず
、 

成 

仏 

が
実
現
で
き
る
の
で
あ
る
。 

第
三
に
、 

仏 

の
根
本
の 

願 

い 

で
あ
る 

広 

宣 

流 

布 

を
目
指
し
て
、 

異 

体 

同 

心 

で
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
と
こ
ろ
に
の
み 

血 

脈 
が
通
う
の
で
あ
る
。

 

次
に
、
大
聖
人
と 

最 

蓮 

坊 

の 

師 

弟 

に
深
い 

宿 

縁 

が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
と
と
も
に
、 

最 

蓮 

坊 

が
仏
法
の
極
理
を
質
問
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
、
前
代
未

聞
の
こ
と
で
あ
る
と
喜
ば
れ
て
、
大
聖
人
が 

上 

行 

菩 

薩 

の
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。 

最
後
に
、
生
死
一
大
事
血
脈
の 

血 

脈 

と
は
「信
心
の 

血 

脈 

」
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
、
一
層
強
情
な
信
心
を
起
こ
す
よ
う
激
励
さ
れ
て
本
抄
を
結
ば
れ
て
い
る
。 

 

問
三 

「釈
迦
多
宝
の
二
仏
宝
塔
の
中
に
し
て
上
行
菩
薩
に
譲
り
給
い
て
」（１
３
３
６
㌻
１
行
目
～
２
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

妙
法
蓮
華
経
こ
そ
、
宝
塔
の
中
に
並
び
座
る
法
華
経
の
虚
空
会
の
儀
式
に
お
い
て
、
法
華
経
の
真
理
の
普
遍
性
を
証
明
す
る｢

多
宝
仏｣

が
存
在
し

て
い
る
こ
と
で
、
娑
婆
世
界
の
仏
で
あ
る
久
遠
実
成
の｢

釈
迦
仏｣

か
ら
、
久
遠
以
来
の
釈
尊
の
弟
子
と
し
て
鍛
え
抜
か
れ
て
い
る
地
涌
の
菩
薩
の

上
首
で
あ
る｢

上
行
菩
薩｣

へ
と
付
嘱
さ
れ
た
、
仏
教
の｢

正
統
中
の
正
統
の
法｣

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（講
義
32
㌻
） 

 

問
四 

「妙
法
蓮
華
経
の
五
字
過
去
遠
遠
劫
よ
り
已
来
寸
時
も
離
れ
ざ
る
血
脈
」（１
３
３
６
㌻
２
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

永
遠
の
妙
法
で
あ
る
妙
法
蓮
華
経
が
上
行
菩
薩
の
身
に
本
来
に
具
わ
っ
て
い
る
た
め
、
無
明
を
打
ち
破
り
妙
理
を
顕
す｢

心
の
力｣

、
妙
法
を
弘
め

る｢

実
践
の
力｣

に
優
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
生
命
の
法
で
あ
る
妙
法
蓮
華
経
を
全
て
の
衆
生
に
伝
え
て
い
く｢

血
脈｣

が
成
り
立
つ
。 

（講
義
36
㌻
） 

 

問
五 

「妙
は
死
法
は
生
な
り
」（１
３
３
６
㌻
２
行
目
～
３
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

｢

法｣

は
現
れ
た
現
象
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
の
生
命
と
し
て
現
れ
る｢

生｣

に
当
た
り
、
生
命
が
死
ん
で
融
合
し
て
い
く
宇
宙
は
、
思
議

し
難
い
こ
と
か
ら
、
不
思
議
を
意
味
す
る｢

妙｣

を｢

死｣

に
配
さ
れ
る
。
（講
義
52
㌻
） 

 

問
六 

「当
体
蓮
華
」（１
３
３
６
㌻
３
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
さ
い
。 

 

全
て
の
衆
生
の
身
が
十
界
互
具
の
当
体
で
あ
り
、
そ
の
身
に
お
い
て
仏
界
を
現
し
う
る
こ
と
か
ら
、
妙
法
の
当
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。｢

蓮
華｣

は
、
今
の
一
瞬
の
生
命
に
、
成
仏
の
因
で
あ
る
九
界
も
、
果
で
あ
る
仏
界
も
、
同
時
に
具
わ
っ
て
い
る(

因
果
具
時)

こ
と
。
（講
義
66
㌻
） 

【参
考
資
料
／
生
死
一
大
事
血
脈
抄
講
義
・
大
白
蓮
華
７
月
号 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
⑪ 

／ 

生
死
一
大
事
血
脈
抄 

㈠ 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



     

「然
れ
ば
久
遠
実
成
の･･

･･
･
･

城
者
と
し
て
城
を
破
る
が
如
し
」（１
３
３
７
㌻
２
行
目
～
14
行
目
）の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

問
一 

「久
遠
実
成
の
釈
尊
」「皆
成
仏
道
の
法
華
経
」（１
３
３
７
㌻
２
行
目
）に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

釈

尊

＝
寿
量
品
に
お
い
て
、
久
遠
五
百
塵
点
劫
と
い
う
過
去
遠
遠
劫
に
成
仏
し
て
以
来
、
こ
の
娑
婆
世
界
で
衆
生
を
救
い
続
け
て
い
る
常
住
の
仏

で
あ
る
の
が
、
釈
尊
の
本
地
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
あ
っ
て
、
衆
生
教
化
に
戦
い
続
け
る
た
め
に
、｢

仏

界
の
生
死｣

を
現
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
（講
義
86
㌻
・大
白
78
㌻
） 

 

法
華
経
＝
法
華
経
で
は
、
皆
が
平
等
に
仏
道
修
行
に
よ
っ
て
成
仏
で
き
る
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
法
華
経
に
は
民
衆
救
済
に
生
き
抜
く

と
い
う
仏
の
本
来
の
誓
願
が
説
か
れ
て
お
り
、
仏
と
と
も
に
民
衆
救
済
の
慈
悲
の
実
践
を
貫
く
菩
薩
の
誓
願
も
説
か
れ
て
い
る
。 

（講
義
87
㌻
・大
白
79
㌻
） 

 

問
二 

「三
つ
全
く
差
別
無
し
と
解
り
て
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
奉
る
」（１
３
３
７
㌻
３
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

真
実
の
仏
と
真
実
の
教
え
と
私
た
ち
衆
生
が
、
本
性
と
し
て
は
妙
法
蓮
華
経
の
当
体
と
し
て
違
い
が
な
い
こ
と
を
、
凡
夫
の
身
の
上
に
実
証
さ
れ

た
の
が
日
蓮
大
聖
人
で
あ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
究
極
の
妙
法
が
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
と
説
き
示
し
、
唱
題
行
と
い
う｢

解
り｣

(

信
解
＝

信
に
基
づ
く
理
解)

を
も
っ
て
、
御
本
尊
と
し
て
顕
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
御
本
尊
に
誓
願
の
唱
題
を
す
る
こ
と
。
（講
義
90
㌻
・大
白
79
㌻
） 

 

問
三 

「臨
終
只
今
」（１
３
３
７
㌻
４
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

臨
終
と
い
う
人
生
の
総
決
算
の
意
味
を
強
く
感
じ
、
一
日
一
日
、
一
瞬
一
瞬
に
生
命
を
燃
焼
さ
せ
て
い
く
。｢

今
、
臨
終
に
な
っ
て
も
悔
い
が
な

い｣

と
言
い
切
れ
る
覚
悟
で
、｢

現
在｣

を
真
剣
に
生
き
る
。
ま
た
、｢

臨
終
正
念｣
と
は
、
こ
の｢

臨
終
只
今｣

の
信
心
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
で
、

生
命
を
鍛
え
、
磨
き
抜
き
、
境
涯
を
高
め
て
き
、
今
世
の
生
き
方
に
確
信
と
納
得
を
持
ち
、
臨
終
に
際
し
て
も
、
悔
い
な
く
、
妙
法
を
唱
え
き
っ

て
、
安
詳
に
霊
山
へ
旅
立
っ
て
い
け
る
、
荘
厳
な
る
境
涯
で
あ
る
。
（講
義
１
０
１
㌻
） 

 

問
四 

「過
去
の
生
死
・・
・法
華
経
を
離
れ
切
れ
ざ
る
」（
１
３
３
７
㌻
10
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。
ま
た
、
『
総
勘
文
抄
』で
は
ど
の
よ
う
に
仰
せ
か
を
答
え
な
さ
い
。 

 

法
華
経
受
持
に
よ
っ
て
、
今
世
の
生
死
が
変
革
さ
れ
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
迷
い
の
生
死
、
苦
し
み
の
生
死
は
、
実
は
夢
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

仏
が
如
実
知
見
し
た
あ
り
の
ま
ま
の｢

妙
法
蓮
華
経
の
生
死｣

す
な
わ
ち｢

仏
界
の
生
死｣

こ
そ
が
、
夢
か
ら
覚
め
た
現
実
の
生
死
で
あ
る
。 

（講
義
１
１
８
㌻
・大
白
81
㌻
） 

 

総
勘
文
抄
＝
九
界
の
生
死
の
夢
見
る
我
が
心
も
仏
界
常
住
の
寤
の
心
も
異
な
ら
ず
九
界
生
死
の
夢
見
る
所
が
仏
界
常
住
の
寤
の
所
に
て
変
ら
ず
心
法

も
替
ら
ず
在
所
も
差
わ
ざ
れ
ど
も
夢
は
皆
虚
事
な
り
寤
は
皆
実
事
な
り 

〈通
解
＝
講
義
１
２
８
㌻
参
照
〉 

（御
書
５
６
５
㌻
・講
義
１
１
９
㌻
） 

 

問
五 

「仏
に
成
る
べ
き
種
子
を
断
絶
す
る
」（１
３
３
７
㌻
11
行
目
）に
つ
い
て
、
『新
池
御
書
』で
は
ど
の
よ
う
に
仰
せ
か
を
答
え
な
さ
い
。 

 

始
よ
り
終
り
ま
で
弥
信
心
を
い
た
す
べ
し･

さ
な
く
し
て
後
悔
や
あ
ら
ん
ず
ら
ん
、
譬
え
ば
鎌
倉
よ
り
京
へ
は
十
二
日
の
道
な
り
、
そ
れ
を
十
一

日
余
り
歩
を
は
こ
び
て
今
一
日
に
成
り
て
歩
を
さ
し
を
き
て
は
何
と
し
て
都
の
月
を
ば
詠
め
候
べ
き  

（御
書
１
４
４
０
㌻
・講
義
１
２
２
㌻
） 

 

問
六 

「自
他
彼
此
の
心
」（１
３
３
７
㌻
12
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
さ
い
。 

 

｢

自
分｣

と｢

他
人｣

、｢

彼(

か
れ)｣

と｢

此(

こ
れ)｣

を
切
り
離
し
て
心
を
通
わ
せ
な
い
、｢

対
立｣｢

差
別｣

｢

自
己
中
心｣

の
心
で
す
。
す
な
わ
ち
、
自

分
と
他
人
の
間
に
隔
た
り
を
設
け
、
差
別
し
、
自
分
の
利
害
だ
け
を
考
え
て
他
者
の
こ
と
を
顧
み
な
い
心
。
こ
の
心
に
囚
わ
れ
て
信
心
を
失
え
ば
、

広
宣
流
布
の
大
願
を
同
心
と
す
る
清
浄
無
比
の
和
合
僧
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
。
（講
義
１
３
３
㌻
・大
白
83
㌻
） 

 

問
七 

「水
魚
の
思
を
成
し
て
」（１
３
３
７
㌻
12
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
さ
い
。 

 

切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
水
と
魚
の
関
係
の
よ
う
に｢

親
密
な
思｣

を
い
い
、
互
い
に
異
な
る
立
場
に
あ
っ
て
も
、
尊
敬
し
あ
い
、
理
解
し
あ
い
、

守
り
あ
い
、
感
謝
し
あ
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
中
国
の
『三
国
志
』で
は
、
劉
備
玄
徳
と
諸
葛
孔
明
の
緊
密
な
関
係
を｢

水
魚
の
交
わ
り｣

と
称
え

ら
れ
て
い
る
。
（講
義
１
３
４
㌻
・大
白
83
㌻
） 

 

問
八 

「異
体
同
心
」（１
３
３
７
㌻
12
行
目
）に
つ
い
て
、
『異
体
同
心
事
』で
は
ど
の
よ
う
に
仰
せ
か
を
答
え
な
さ
い
。
。 

 

異
体
同
心
な
れ
ば
万
事
を
成
し
同
体
異
心
な
れ
ば
諸
事
叶
う
事
な
し
と
申
す
事
は
外
典
三
千
余
巻
に
定
り
て
候
、
殷
の
紂
王
は
七
十
万
騎
な
れ
ど

も
同
体
異
心
な
れ
ば
い
く
さ
に
ま
け
ぬ
、
周
の
武
王
は
八
百
人
な
れ
ど
も
異
体
同
心
な
れ
ば
か
ち
ぬ
、
一
人
の
心
な
れ
ど
も
二
つ
の
心
あ
れ
ば
其

の
心
た
が
い
て
成
ず
る
事
な
し
、
百
人･

千
人
な
れ
ど
も
一
つ
心
な
れ
ば
必
ず
事
を
成
ず 

（御
書
１
４
６
３
㌻
・講
義
１
４
４
㌻
） 

 

【参
考
資
料
／
生
死
一
大
事
血
脈
抄
講
義
・
大
白
蓮
華
７
月
号 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
⑫ 

／ 

生
死
一
大
事
血
脈
抄 

㈡ 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



     

「日
本
国
の
一
切
衆
生
に･･

･
･･
･

委
細
の
旨
又
又
申
す
可
く
候
、
恐
恐
謹
言
」（１
３
３
７
㌻
14
行
目
～
１
３
３
８
㌻
終
）の
御
文
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

問
一 

「日
本
国
の
一
切
衆
生
に
法
華
経
を
信
ぜ
し
め
て
仏
に
成
る
血
脈
を
継
が
し
め
ん
と
」（１
３
３
７
㌻
14
行
目
～
15
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

ま
た
、
こ
の
御
文
に
関
連
す
る
法
華
経
の
経
文
を
答
え
な
さ
い
。 

 

法
華
経
は
、
〝
す
べ
て
の
人
を
成
仏
さ
せ
よ
う
〟
と
の｢

仏
の
大
願｣

が
貫
か
れ
て
い
る
経
典
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
誓
願
を
受
け
継
い
だ
人
こ
そ

が｢

真
の
菩
薩｣

で
あ
り
、｢
仏
の
真
の
弟
子｣

で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
釈
尊
滅
後
の
一
閻
浮
提
広
宣
流
布
が
遺
命
さ

れ
、
広
宣
流
布
を
断
絶
さ
せ
る
魔
性
と
の
闘
争
に
勝
ち
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
（講
義
１
５
０
㌻
・大
白
87
㌻
） 

 

経
文
＝
我
滅
度
後
、
後
五
百
歳
中
、
広
宣
流
布
於
閻
浮
提
、
無
令
断
絶
、
悪
魔･

魔
民･

諸
天 

竜･

夜
叉･

鳩
槃
茶
等･

得
其
便
也 

〈
我
が
滅
度
の
後
、
後
の
五
百
歳
の
中
、
閻
浮
提
に
広
宣
流
布
し
て
、
断
絶
し
て
悪
魔･

魔
民･

諸
天 

竜･

夜
叉･

鳩
槃
茶
等
に
其
の
便
を
得 

し
む
る
こ
と
無
か
れ
〉
（法
華
経
６
０
１
㌻
・講
義
１
６
７
㌻
） 

 

問
二 

「火
も
焼
く
こ
と
能
わ
ず
水
も
漂
わ
す
こ
と
能
わ
ず
」（１
３
３
７
㌻
18
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

妙
法
を
受
持
し
た
人
の
福
徳
の
偉
大
さ
を
説
い
た
も
の
で
、
妙
法
を
受
持
し
た
人
は
、
我
が
胸
中
に
仏
界
と
い
う
偉
大
な
力
を
涌
現
し
て
い
く
ゆ

え
に
、
い
か
な
る
苦
悩
や
困
難
に
も
侵
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
厳
然
と
勝
ち
抜
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
（講
義
１
５
７
㌻
・大
白
89
㌻
） 

 

問
三 

「在
在
諸
仏
土 

常
与
師
倶
生
」（１
３
３
８
㌻
１
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

｢

自
他
と
も
の
成
仏｣

｢

自
他
と
も
の
幸
福｣

と
い
う
人
間
の
、
ま
た
生
命
の
〝
最
も
深
い
願
い
〟
を
実
現
す
る
た
め
に
戦
う
師
弟
関
係
が
永
遠
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
〝
最
も
深
い
願
い
〟
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
だ
さ
る
の
が
真
の
師
で
あ
り
、
そ
の
師
の
教
え
に
従
っ
て
、
〝
そ

の
通
り
で
あ
る
〟
と
心
か
ら
納
得
し
て
、
師
の
仰
せ
の
通
り
に
行
動
を
起
こ
し
て
い
く
の
が
真
の
弟
子
と
い
え
る
。
（講
義
１
５
９
㌻
・大
白
89
㌻
） 

 

問
四 

前
問
の
経
文
に
つ
い
て
、
戸
田
第
２
代
会
長
は
ど
の
よ
う
に
仰
せ
か
を
答
え
な
さ
い
。 

 

ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
も
ろ
も
ろ
の
仏
土
に
、
お
師
匠
様
と
か
な
ら
ず
い
っ
し
ょ
に
生
ま
れ
る
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ウ
ソ
で
は
な
い
。
師
匠
と
弟
子

と
い
う
も
の
は
か
な
ら
ず
い
っ
し
ょ
に
生
ま
れ
る
と
い
う
。
こ
の
大
聖
人
様
の
お
言
葉
か
ら
拝
す
れ
ば
、
じ
つ
に
み
な
さ
ん
に
対
し
て
、
私
は
あ

り
が
た
い
と
思
う
。
約
束
が
あ
っ
て
、
お
互
い
に
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。
（講
義
１
６
１
㌻
） 

 

問
五 

「火
は
焼
照
を
以
て
行
と
為
し
・・・天
は
潤
す
を
以
て
行
と
為
す
」（１
３
３
８
㌻
４
行
目
～
６
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

火
＝
物
を
焼
き
、
光
明
と
な
っ
て
万
物
を
照
ら
す
。
（講
義
１
７
５
㌻
・大
白
93
㌻
） 

 

水
＝
垢
や
穢
れ
を
浄
化
す
る
働
き
を
持
つ
。
（講
義
１
７
５
㌻
・大
白
93
㌻
） 

 

風
＝
塵
や
埃
を
払
い
、
古
来
、
風
が
万
物
に
生
気
を
吹
き
込
む
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
（講
義
１
７
５
㌻
・大
白
93
㌻
） 

 

地
＝
大
地
に
は
、
草
木
が
生
い
茂
り
、
生
命
を
育
む
働
き
が
あ
る
。
（講
義
１
７
６
㌻
・大
白
93
㌻
） 

 

空
＝
天
は
雨
を
降
ら
し
、
万
物
を
潤
す
働
き
が
あ
る
。｢

天｣

は｢

空｣

と
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（講
義
１
７
６
㌻
・大
白
94
㌻
） 

 

問
六 

前
問
の
『
地
水
火
風
空
』の
五
大
力
用
の
う
ち
、
『地
水
火
風
』の
四
大
力
用
に
つ
い
て
、
日
寛
上
人
が
指
南
さ
れ
て
い
る
次
の
文
中
の 

 
 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
答
え
な
さ
い
。 

 

「火
は
こ
れ
空
に
上
る
、
故
に 

上 

行 

は
火
大
な
り
。
風
は
辺
際
無
し
、
故
に 

無 

辺 

行 

は
風
大
な
り
。
水
は
こ
れ 

洗 

浄 

な
り
、
故
に 

浄 

行 

は
水
大
な
り
。
地
は

こ
れ
万
物
を 

安 

立 

す
、
故
に 

安 

立 

行 

は
地
大
な
り
」 

（講
義
１
８
４
㌻
） 

 

問
七 

「生
死
一
大
事
の
血
脈
此
れ
よ
り
外
に
全
く
求
む
る
こ
と
な
か
れ
」（１
３
３
８
㌻
９
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

一
人
ひ
と
り
が
唱
題
を
根
本
に
、
現
実
に
境
涯
を
変
革
し
て
、
一
生
成
仏
を
実
現
す
る
に
は
、
日
蓮
大
聖
人
が
弘
め
ら
れ
た
本
因
妙
の
仏
法
以
外

に
、
生
死
一
大
事
血
脈
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
（講
義
２
０
７
㌻
・大
白
99
㌻
） 

 

問
八 

「煩
悩
即
菩
提
・生
死
即
涅
槃
」（１
３
３
８
㌻
９
行
目
）に
つ
い
て
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

｢

煩
悩
即
菩
提｣

と
は
、
煩
悩
に
支
配
さ
れ
て
い
る
衆
生
の
生
命
に
、
成
仏
の
た
め
の
悟
り
の
智
慧(

菩
提)

が
現
れ
る
こ
と
で
あ
り
、｢

生
死
即
涅

槃｣

と
は
、
生
死
の
苦
し
み
に
苛
ま
れ
て
い
る
衆
生
の
身
に
、
仏
が
成
就
し
た
真
の
安
楽(

涅
槃)

の
境
地
が
顕
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
優
れ
た
医

師
が
毒
を
も
薬
と
し
て
用
い
る
よ
う
に
、
凡
夫
の
煩
悩･

業･

苦
の
三
道
は
、
妙
法
の
力
で
法
身･

般
若･

解
脱
の
三
徳
へ
と
転
換
で
き
る
と
い
う

法
理
。
こ
の
法
理
を
心
か
ら
信
じ
た
と
き
に
、
私
た
ち
は
苦
悩
の
も
と
と
し
て
の
生
死
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
と
き
の
法
華
経
の
聞
法(

聴

聞)

が
真
に
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
（講
義
２
０
９
㌻
・大
白
97
㌻
） 

 

【参
考
資
料
／
生
死
一
大
事
血
脈
抄
講
義
・
大
白
蓮
華
７
月
号 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
⑬ 

／ 

生
死
一
大
事
血
脈
抄 

㈢ 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



     

日
顕
宗
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

問
一 

仏
法
を
実
践
し
て
い
く
上
で
、
一
番
大
事
な
こ
と
で
あ
る
人
々
の
心
を
惑
わ
す
悪
縁
の
「一
凶
」と
戦
い
抜
く
こ
と
を
教
え
ら
れ
て
い
る
御
文
を
二
つ
答
え
な
さ
い
。 

 

如
か
ず
彼
の
万
祈
を
修
せ
ん
よ
り
は
此
の
一
凶
を
禁
ぜ
ん
に
は 

（『立
正
安
国
論
』
24
㌻
・大
白
１
０
１
㌻
） 

 

唯
須
く
凶
を
捨
て
て
善
に
帰
し
源
を
塞
ぎ
根
を
截
べ
し 

（同
25
㌻
・大
白 

同
㌻
） 

 

問
二 

現
在
の
日
蓮
正
宗
を
「日
顕
宗
」と
呼
ぶ
理
由
を
答
え
な
さ
い
。 

 

前
法
主
の
日
顕
が
支
配
し
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
の
教
義
と
御
精
神
に
真
っ
向
か
ら
違
背
し
た
謗
法
の
教
団
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
法
主
が
日

如
に
代
わ
っ
て
も
、
日
蓮
正
宗
の
謗
法
の
濁
流
は
変
わ
ら
な
い
た
め
、｢

日
顕
宗｣

と
呼
び
続
け
て
い
る
。
（大
白 

同
㌻
） 

 

問
三 

日
蓮
大
聖
人
が
、
「法
華
経
の
敵
」を
徹
し
て
責
め
抜
け
と
仰
せ
の
御
文
を
二
つ
答
え
な
さ
い
。 

 

信
心
ふ
か
き
も
の
も
法
華
経
の
か
た
き
を
ば
せ
め
ず
、
い
か
な
る
大
善
を
つ
く
り
法
華
経
を
千
万
部
読
み
書
写
し
一
念
三
千
の
観
道
を
得
た
る
人

な
り
と
も
法
華
経
の
敵
を
だ
に
も･

せ
め
ざ
れ
ば
得
道
あ
り
が
た
し 

（『南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
』１
４
９
４
㌻･

大
白 

同
㌻
） 

 

法
華
経
の
敵
を
見
な
が
ら
置
い
て
せ
め
ず
ん
ば
師
檀
と
も
に
無
間
地
獄
は
疑
い
な
か
る
べ
し
、
南
岳
大
師
の
云
く
「
諸
の
悪
人
と
倶
に
地
獄
に
堕

ち
ん
」
云
云
、
謗
法
を
責
め
ず
し
て
成
仏
を
願
は
ば
火
の
中
に
水
を
求
め
水
の
中
に
火
を
尋
ぬ
る
が
如
く
な
る
べ
し
は
か
な
し･

は
か
な
し 

（『曾
谷
殿
御
返
事
』１
０
５
６
㌻･

大
白
１
０
２
㌻
） 

 

問
四 

仏
法
上
の
大
罪
で
あ
る｢

五
逆
罪｣

を
す
べ
て
答
え
な
さ
い
。 

 

父
を
殺
す
・
母
を
殺
す
・
阿
羅
漢
を
殺
す
・
仏
身
よ
り
血
を
出
す
・
和
合
僧
を
破
る(
破
和
合
僧) 

（大
白 

同
㌻
） 

 

問
五 

末
法
で
の
弘
教
を
誓
っ
た｢

四
菩
薩｣

に
つ
い
て
、
『観
心
本
尊
抄
』で
は
ど
の
よ
う
に
仰
せ
か
を
答
え
な
さ
い
。 

 

此
の
四
菩
薩
折
伏
を
現
ず
る
時
は
賢
王
と
成
つ
て
愚
王
を
誡
責
し
摂
受
を
行
ず
る
時
は
僧
と
成
つ
て
正
法
を
弘
持
す （御

書
２
５
４
㌻
・大
白
１
０
３
㌻
） 

 

問
六 

日
蓮
大
聖
人
が
、
仏
法
西
還
と
世
界
広
宣
流
布
を
予
言
さ
れ
た
御
文
を
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。 

 

仏
法
西
還
＝
月
は
西
よ
り
出
で
て
東
を
照
し
日
は
東
よ
り
出
で
て
西
を
照
す
仏
法
も
又
以
て
是
く
の
如
し
正
像
に
は
西
よ
り
東
に
向
い
末
法
に
は

東
よ
り
西
に
往
く 

（『顕
仏
未
来
記
』５
０
８
㌻･

大
白
１
０
５
㌻
） 

 

世
界
広
布
＝
大
集
経
の
白
法
隠
没
の
時
に
次
い
で
法
華
経
の
大
白
法
の
日
本
国
並
び
に
一
閻
浮
提
に
広
宣
流
布
せ
ん
事
も
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
か 

（『撰
時
抄
』２
６
５
㌻･

大
白 

同
㌻
） 

 

問
七 

｢

第
一
次
宗
門
事
件｣

に
つ
い
て
答
え
な
さ
い
。 

 

昭
和
52
年(

１
９
７
７
年)

前
後
か
ら
54
年
に
か
け
て
、
日
蓮
正
宗
の
末
寺
等
で
宗
門
の
僧
に
よ
る
理
不
尽
な
学
会
批
判
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
反

逆
者
が
宗
門(

日
蓮
正
宗
宗
門)

の
僧
と
結
託
し
、
池
田
会
長(

当
時)

と
学
会
員
の
分
断
す
る
謀
略
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
池
田
会
長
は
、
学
会
員

を
守
り
、
僧
俗
和
合
を
図
る
た
め
に
、
昭
和
54
年
４
月
、
つ
い
に
会
長
職
を
辞
し
、
名
誉
会
長
と
な
っ
り
、
事
態
の
収
拾
に
努
め
た
。 

（大
白
１
０
６
㌻
） 

 

問
八 

｢

第
二
次
宗
門
事
件｣

に
つ
い
て
答
え
な
さ
い
。 

 

平
成
２
年(

１
９
９
０
年)

、
当
時
の
法
主･

日
顕
は｢

Ｃ
作
戦(

創
価
学
会
分
離
作
戦)｣

を
企
て
、
学
会
の
切
り
捨
て
を
図
っ
た
。
同
年
12
月
、
宗

門
の
宗
規
を
一
方
的
に
変
更
し
、
池
田
名
誉
会
長
の
法
華
講
総
講
頭
を
は
じ
め
と
す
る
学
会
幹
部
の
大
講
頭
の
罷
免
を
通
告
す
る
こ
と
で
、
学
会

員
信
徒
を
宗
門
に
隷
属
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
の
宗
門
の
暴
挙
に
対
し
、
学
会
側
は
御
書
に
基
づ
い
て
明
確
に
反
論
し
、
話
し
合
い
に
よ
る
解
決

を
求
め
た
が
、
宗
門
側
は
一
切
を
拒
否
し
、
学
会
員
に
対
し
て
の
御
本
尊
の
授
与
を
停
止
し
、
つ
い
に
翌
３
年
２
月
、
一
方
的
に
学
会
を
破
門
す

る
と
い
う
さ
ら
な
る
暴
挙
に
出
た
。
（大
白 

同
㌻
） 

 

問
九 

平
成
５
年
（１
９
９
３
年
）に
、
学
会
が
御
形
木
御
本
尊
（日
寛
上
人
書
写
）を
全
世
界
の
会
員
に
授
与
し
て
い
く
こ
と
を
決
定
し
た
正
統
性
を
、
御
書
を
以
っ
て
答
え
な
さ
い
。 

 

此
の
御
本
尊
全
く
余
所
に
求
る
事
な
か
れ･

只
我
れ
等
衆
生
の
法
華
経
を
持
ち
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
う
る
胸
中
の
肉
団
に
お
は
し
ま
す
な

り
、
是
を
九
識
心
王
真
如
の
都
と
は
申
す
な
り
、
十
界
具
足
と
は
十
界
一
界
も
か
け
ず
一
界
に
あ
る
な
り
、
之
に
依
つ
て
曼
陀
羅
と
は
申
す
な
り
、

曼
陀
羅
と
云
う
は
天
竺
の
名
な
り
此
に
は
輪
円
具
足
と
も
功
徳
聚
と
も
名
く
る
な
り
、
此
の
御
本
尊
も
只
信
心
の
二
字
に
を
さ
ま
れ
り 

 

（『日
女
御
前
御
返
事
』１
２
４
４
㌻
・大
白
１
０
７
㌻
） 

 

問
十 

日
興
上
人
の
根
本
精
神
は
、
ど
の
よ
う
な
遺
誡
で
あ
る
か
を
答
え
な
さ
い
。 

 

未
だ
広
宣
流
布
せ
ざ
る
間
は
身
命
を
捨
て
随
力
弘
通
を
致
す
可
き
事 

（『日
興
遺
誡
置
文
』１
６
１
８
㌻･

大
白
１
０
９
㌻
） 

【参
考
資
料
／
大
白
蓮
華
７
月
号 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
⑭ 

／ 

日
顕
宗
を
破
す
㈠ 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



     

日
顕
宗
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 

問
一 

法
主
や
学
僧
が
誤
り
を
犯
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
を
御
書
を
以
っ
て
答
え
な
さ
い
。 

 

先
師
の
如
く
予
が
化
儀
も
聖
僧
為
る
可
し
、
但
し
時
の
貫
首
或
は
習
学
の
仁
に
於
て
は
設
い
一
旦
の
媱
犯
有
り
と
雖
も
衆
徒
に
差
置
く
可
き
事 

（『日
興
遺
誡
置
文
』１
６
１
９
㌻･

大
白
１
１
１
㌻
） 

 

問
二 

｢

血
脈｣

に
つ
い
て
、
①
妙
法
を
自
ら
の
当
体
と
し
て
信
受
す
る
信
心
、
②
絶
対
不
退
の
信
心
の
持
続
、
③
異
体
同
心
に
広
宣
流
布
を
目
指
す
信
心
、
以
上
の
３
点
に
つ
い
て
大

聖
人
は
ど
の
よ
う
に
仰
せ
に
な
ら
れ
て
お
ら
れ
る
か
を
答
え
な
さ
い
。 

 

①
＝
久
遠
実
成
の
釈
尊
と
皆
成
仏
道
の
法
華
経
と
我
等
衆
生
と
の
三
つ
全
く
差
別
無
し
と
解
り
て
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
奉
る
処
を
生
死
一
大
事
の

血
脈
と
は
云
う
な
り 

（御
書
１
３
３
７
㌻･
大
白
１
１
３
㌻
） 

 

②
＝
過
去
の
生
死･

現
在
の
生
死･

未
来
の
生
死･

三
世
の
生
死
に
法
華
経
を
離
れ
切
れ
ざ
る
を
法
華
の
血
脈
相
承
と
は
云
う
な
り 

 

（同
㌻
） 

 

③
＝
総
じ
て
日
蓮
が
弟
子
檀
那
等･

自
他
彼
此
の
心
な
く
水
魚
の
思
を
成
し
て
異
体
同
心
に
し
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
奉
る
処
を
生
死
一
大
事

の
血
脈
と
は
云
う
な
り
、
然
も
今
日
蓮
が
弘
通
す
る
処
の
所
詮
是
な
り
、
若
し
然
ら
ば
広
宣
流
布
の
大
願
も
叶
う
べ
き
者
か 

（同
㌻
） 

 

問
三 

｢

三
宝
義｣

に
つ
い
て
、
日
顕
宗
は
ど
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
か
を
答
え
な
さ
い
。 

 

｢

末
法
下
種
の
僧
宝
＝
歴
代
法
主｣

と
す
り
替
え
、
日
顕
へ
の
信
伏
随
従
を
強
要
し
、
さ
ら
に｢

三
宝
一
体
義｣

を
乱
用
し
、
法
主･

日
顕
が
、｢

仏

宝･

日
蓮
大
聖
人
、
法
宝･

大
御
本
尊
と
一
体｣

で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
（大
白
１
１
４
㌻
） 

 

問
四 

日
蓮
大
聖
人
と
日
興
上
人
は
、
僧
侶
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
仰
せ
に
な
ら
れ
て
い
る
か
を
そ
れ
ぞ
答
え
な
さ
い
。 

 

大
聖
人
＝
但
正
直
に
し
て
少
欲
知
足
た
ら
ん
僧
こ
そ
真
実
の
僧
な
る
べ
け
れ 

（『曾
谷
殿
御
返
事
』１
０
５
６
㌻･

大
白
１
１
７
㌻
） 

 

日
興
上
人
＝
先
師
の
如
く
予
が
化
儀
も
聖
僧
為
る
可
し 

（『日
興
遺
誡
置
文
』１
６
１
９
㌻･

大
白 

同
㌻
） 

 

問
五 

日
蓮
大
聖
人
は
仏
法
利
用
の
悪
侶
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
仰
せ
に
な
ら
れ
て
い
る
か
、
三
つ
答
え
な
さ
い
。 

 

出
家
し
て
袈
裟
を
か
け
懶
惰
懈
怠
な
る
は
是
仏
在
世
の
六
師
外
道
が
弟
子
な
り
と
仏
記
し
給
へ
り 

（『佐
渡
御
書
』９
５
８
㌻･

大
白
１
７
７
㌻
） 

 

謗
法
の
者
を
責
め
ず
し
て
徒
ら
に
遊
戯
雑
談
の
み
し
て
明
し
暮
さ
ん
者
は
法
師
の
皮
を
著
た
る
畜
生
な
り 

（『松
野
殿
御
返
事
』１
３
８
６
㌻･

大
白 

同
㌻
） 

 

法
を
壊
ぶ
る
者
を
見
て
置
い
て
呵
責
し
駈
遣
し
挙
処
せ
ず
ん
ば
当
に
知
る
べ
し
是
の
人
は
仏
法
の
中
の
怨
な
り 

（『立
正
安
国
論
』
26
㌻･

大
白 

同
㌻
） 

 

問
六 

日
顕
宗
が
主
張
し
て
い
る
数
々
の
邪
義
つ
い
て
、
御
書
を
用
い
て
そ
れ
ぞ
れ
破
折
し
な
さ
い
。 

 

㈠ 

「学
会
が
授
与
す
る
御
本
尊
は
、
法
主
の
『開
眼
』が
な
い
か
ら
功
徳
が
な
い
」と
喧
伝
し
て
い
る
こ
と
。 

 

一
閻
浮
提
総
与｣

の
御
本
尊
で
あ
る｢

一
念
三
千
を
識
ら
ざ
る
者
に
は
仏･

大
慈
悲
を
起
し
五
字
の
内
に
此
の
珠
を
裹
み
末
代
幼
稚
の
頚
に
懸
け

さ
し
め
給
う 

（『観
心
本
尊
抄
』２
５
４
㌻
・大
白
１
０
８
㌻
） 

 

㈡ 

「本
仏
大
聖
人
、
戒
壇
の
大
御
本
尊
、
歴
代
の
御
法
主
上
人
が
、
そ
の
内
証
に
お
い
て
、
一
体
不
二
の
尊
体
に
ま
し
ま
す
と
い
う
法
主
絶
対
論
・法
主
信
仰
。 

 

法
主
が
御
本
尊
、
ま
た
日
蓮
大
聖
人
と
一
体
不
二
の
尊
体
で
あ
る
な
ど
と
い
う
教
義
は
大
聖
人
、
日
興
上
人
に
背
く
邪
義
で
あ
り
、
後
の
時
代
に
、

法
主
が
仏
法
に
違
背
し
て
己
義
を
構
え
る
事
態
が
あ
る
こ
と
を
想
定
さ
れ
た
日
興
上
人
が
、
次
の
よ
う
に
厳
し
く
戒
め
ら
れ
た
。「
時
の
貫
首
為

り
と
雖
も
仏
法
に
相
違
し
て
己
義
を
構
え
ば
之
を
用
う
可
か
ら
ざ
る
事 

（『日
興
遺
誡
置
文
』１
６
１
８
㌻
・大
白
１
１
０
㌻
） 

 

㈢ 

平
成
２
年
12
月
、
学
会
に
送
ら
れ
た
き
た
宗
門
総
監
名
で
の
公
式
文
書
の
中
の｢

あ
た
か
も
僧
俗
が
ま
っ
た
く
対
等
の
立
場
に
あ
る
よ
う
に
言
う
の
は
、
信
徒
と
し
て
の
節
度･

礼
節
を
わ
き
ま
え
ず
、
僧
俗
の
秩
序
を
失
う
も
の
で
あ
る｣

と
い
う
僧
俗
差
別
。
〈二
御
文
〉 

 

此
の
世
の
中
の
男
女
僧
尼
は
嫌
う
べ
か
ら
ず
法
華
経
を
持
た
せ
給
う
人
は
一
切
衆
生
の
し
う
と
こ
そ
仏
は
御
ら
ん
候
ら
め 

（『四
条
金
吾
殿
女
房
御
返
事
』１
１
３
４
㌻･

大
白
１
１
５
㌻
） 

 

法
師
品
に
は
若
是
善
男
子
善
女
人
乃
至
則
如
来
使
と
説
か
せ
給
い
て
僧
も
俗
も
尼
も
女
も
一
句
を
も
人
に
か
た
ら
ん
人
は
如
来
の
使
と
見
え
た

り 

（『椎
地
四
郎
殿
御
書
』１
４
４
８
㌻･

同
㌻
） 

 

㈣ 

平
成
３
年
10
月
、
学
会
宛
て
に
送
付
さ
れ
た
宗
門
総
監
名
で
の
葬
儀
に
関
す
る｢

通
告
文｣

な
る
文
書
の
中
の｢

僧
侶
を
呼
ば
ず
に
葬
儀
を
行
え
ば
、
即
身
成
仏
ど
こ
ろ
か
必
定

堕
地
獄
と
な
り
ま
す｣

と
い
う
化
儀
の
悪
用
。
〈二
御
文
〉 

 

さ
れ
ば
過
去
の
慈
父
尊
霊
は
存
生
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
へ
し
か
ば
即
身
成
仏
の
人
な
り 

（『内
房
女
房
御
返
事
』１
４
２
３
㌻･

大
白
１
１
６
㌻
） 

 

故
聖
霊
は
此
の
経
の
行
者
な
れ
ば
即
身
成
仏
疑
い
な
し 

（『上
野
殿
後
家
尼
御
返
事
』１
５
０
６
㌻･

大
白 

同
㌻
） 

 

【参
考
資
料
／
大
白
蓮
華
７
月
号 

 

作
／
法
梅
蓮
】 

 

教
学
試
験
発
心
教
材
⑮ 

／ 

日
顕
宗
を
破
す
㈡ 

解
答
例 

〈
青
年
部
教
学
試
験
２
級
対
応
版
〉  
法梅蓮の 



法ほ
っ

師し

品ほ

ん

第
十

授じ
ゅ

記き

品ほ

ん

第
六

宝塔品…巨大な塔〔宝塔〕が出現し，仏の滅後の弘教の難 『虚空会の儀式』⇒ 仏の滅後において，「弘教を“だれ”に託すか」ということを

しさを説き，菩薩たちへ弘教の決意を促(うなが)す。 明らかにする付嘱の儀式なのである。

提婆達多品…「悪人成仏」・「女人成仏」を説く。 実は，宝塔品の中程から嘱累品の終わりまでに説かれて

勧持品…菩薩たちが迫害を恐れずに弘教することを誓う。 いるこの『虚空会の儀式』は，“おとぎ話”なんかないので

安楽行品…法華経を弘(ひろ)める方法を説く。 す。私たちが御本尊の前に端座し，勤行・唱題する姿こ

涌出品…無数の地涌の菩薩が大地を割って躍り出てくる。 そ『虚空会の儀式』なのです。そして，この時御本尊に広

寿量品…釈尊が「永遠の仏」を説く。 宣流布の誓いを立てることこそが「付嘱の儀式」なのです。

分別功徳品～法師功徳品…弘教による功徳を説く。 『法華経の智慧／第５巻』で池田先生は，―付嘱の儀式

不軽品…「法華経を弘める者」の福徳と，その「弘教者」を毀 を通して，末法に，この御本尊を所持している｢人」を指し

(そし)る者の罪を説く。 示し，最大に称賛したのです。（中略）「二処三会」には，

神力品…地涌の菩薩に仏の滅後の弘教を託 (たく)す。 深い意義があった。それは法華経全体の構成によって，

⇒別付嘱(べつふぞく)〔結要（けっちょう）付嘱ともいう〕 ｢現実の世界から『永遠の生命の世界』へ｣(霊鷲山から虚

嘱累品…すべての菩薩･諸天に託す⇒総付嘱(そうふぞく) 空会へ)，そしてまた｢現実の世界へ｣(虚空会から霊鷲山へ)

という“人間革命のリズム”を示している。(p.322～325)

(後) 霊 鷲 山 会 虚　空　会 (前)　霊　鷲　山　会

信し

ん

解げ

品ほ

ん

第
四

譬ひ

喩ゆ

品ほ

ん

第
三

方
便

ほ

う

べ

ん

品ぽ

ん

第
二

『
虚
空
会

』
で
の
説
法
の
あ
ら
す
じ

三巻

六巻 五巻 四巻

七巻

八巻

常じ
ょ

不う

ふ

軽き
ょ

菩う

ぼ

薩さ

つ

品ほ

ん

第
二
十

法ほ
っ

師し

功く

徳ど

く

品ほ

ん

第
十
九

随ず

い

喜き

功く

徳ど

く

品ほ

ん

第
十
八

分ふ

ん

別べ

つ

功く

徳ど

く

品ほ

ん

第
十
七

如に
ょ

来 ら

い

寿 じ
ゅ

量 り
ょ

品う
ほ
ん

第
十
六

従 じ
ゅ
う

地 　
じ

涌
出

ゆ
　
じ
ゅ
っ

品ぽ

ん

第
十
五

見け

ん

宝ほ

う

塔 と

う

品ほ

ん

第
十
一

授じ
ゅ

学が

く

無む

学が

く

人に

ん

記き

品ほ

ん

第
九

五
百

ご

ひ
ゃ

く

弟
子

で

し

受じ
ゅ

記き

品ほ

ん

第
八

化け

じ

城ょ

う

喩ゆ

品ほ

ん

第
七

薬
草

や

く

そ

う

喩ゆ

品ほ

ん

第
五

本　門 － 『 久 遠 実 成 』を明かす 迹　門 － 『 始 成 正 覚 』を顕す

普ふ

賢げ

ん

菩
薩

ぼ

さ

つ

勧か

ん

発ぱ

つ

品ほ

ん

第
二
十
八

妙み
ょ
う 

荘
厳
王
本
事
品

し
ょ

う

ご

ん

の

う

ほ

ん

じ

ほ

ん

第
二
十
七

陀だ

羅ら

尼に

品ほ

ん

第
二
十
六

観
世
音

か

ん

ぜ

お

ん

菩
薩

ぼ

さ

つ

普ふ

門も

ん

品ぼ

ん

第
二
十
五

妙
音

み
ょ

う

お

菩
薩

ん

ぼ

さ

つ

品ほ

ん

第
二
十
四

薬や

く

王お

う

菩
薩

ぼ

さ

つ

本ほ

ん

事じ

品ほ

ん

第
二
十
三

嘱ぞ

く

累 る

い

品ほ

ん

第
二
十
二

如
来

に
ょ

ら

い

神 じ

ん

力 り

き

品ほ

ん

第
二
十
一

序じ
ょ

品ほ

ん

第
一

二巻 一巻

安
楽

あ
ん
ら
く
ぎ

行ょ

う

品ほ

ん

第
十
四

勧か

ん

持じ

品ほ

ん

第
十
三

提だ

い

婆ば

達だ
っ

多た

品ほ

ん

第
十
二



 
【 
参 

考 

資 

料 

】 

◆ 

六
難
九
易 

～ 

見
宝
塔
品
第
十
一 

九
つ
の
易
し
い
こ
と
は
、
本
来
な
ら
大
難
事
で
は
あ
る
が
、
仏
滅
後
に
お
い
て
法
華
経
を
受
持
す
る
六
つ
の
行
い
の
方
が
は
る
か
に
難
し
い
こ
と
と
説
き
示
し
て
い
る
。 

                         

《 

現
代
語
訳 

》 

① 

多
く
の
そ
れ
以
外
の
経
典
は
、
そ
の
数
が
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
ご
と
く
多
数
あ
る
。
こ
れ
ら
を
説
い
て
も
、
ま
だ
難
し
い
と
な
す
に
は
足
り
な
い
。 

② 

も
し
も
須
弥
山
を
取
っ
て
、
他
方
の
無
数
の
仏
国
土
に
、
投
げ
置
こ
う
と
す
る
こ
と
も
、
ま
た
ま
だ
難
し
い
と
は
し
な
い
。 

③ 

も
し
も
足
の
指
を
も
っ
て
、
三
千
大
世
界
を
動
か
し
て
、
そ
れ
を
遠
く
他
国
に
投
げ
る
こ
と
も
、
ま
た
ま
だ
難
し
い
と
は
し
な
い
。 

④ 

も
し
も
有
頂
天
（宇
宙
の
頂
点
）に
立
っ
て
、
人
々
の
た
め
に
、
無
量
の
そ
れ
以
外
の
経
典
を
演
説
し
て
も
、
ま
た
ま
だ
難
し
い
と
は
し
な
い
。 

⑤ 

（け
れ
ど
も
）も
し
も
仏
の
入
滅
し
た
の
ち
に
、
悪
世
に
中
に
お
い
て
、
よ
く
こ
の
経
を
説
く
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、 

こ
れ
こ
そ
す
な
わ
ち
難
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
。 

⑥ 

た
と
え
あ
る
ひ
と
が
手
に
虚
空
を
と
ら
え
て
、
そ
う
し
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
遊
行
し
て
も
、
ま
た
ま
だ
難
し
い
と
は
し
な
い
。 

⑦ 

（け
れ
ど
も
）わ
た
く
し
が
入
滅
し
た
の
ち
、
も
し
く
は
み
ず
か
ら
書
い
て
受
持
し
、
も
し
く
は
ひ
と
に
書
か
せ
る
な
ら
ば
、 

こ
れ
こ
そ
す
な
わ
ち
難
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
。 

⑧ 

も
し
も
大
地
を
も
っ
て
、
足
の
爪
の
上
に
置
い
て
、
そ
う
し
た
ま
ま
、
梵
天
に
の
ぼ
っ
て
行
く
と
し
て
も
、
ま
た
ま
だ
難
し
い
と
は
し
な
い
。 

⑨ 

仏
が
入
滅
し
た
の
ち
に
、
悪
世
の
中
に
お
い
て
、
暫
く
で
も
、
こ
の
経
を
読
む
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
す
な
わ
ち
難
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
。 

⑩ 

た
と
え
世
界
の
破
壊
で
あ
る
却
の
は
じ
め
の
こ
ろ
に
大
火
災
が
お
こ
っ
て
い
る
と
き
に
、
乾
い
た
草
を
背
中
に
荷
っ
て
行
っ
て
、 

そ
の
火
の
中
に
入
っ
て
も
焼
け
な
い
と
い
う
の
も
、
ま
た
ま
だ
難
し
い
こ
と
と
は
し
な
い
。 

⑪ 

わ
た
く
し
が
入
滅
し
た
あ
と
に
、
も
し
も
こ
の
経
を
受
持
し
て
、
一
人
の
た
め
で
も
こ
の
経
を
説
く
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
す
な
わ
ち
難
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
。 

⑫ 

も
し
も
八
万
四
千
と
い
う
仏
教
全
体
の
教
え
の
蔵
と
、
十
二
部
経
と
を
受
持
し
て
、
ひ
と
の
た
め
に
演
説
し
、  

⑬ 

多
く
の
聴
く
も
の
に
、
六
神
通
を
獲
得
さ
せ
る
な
ら
ば
、
よ
く
こ
の
よ
う
に
し
た
と
し
て
も
、
ま
た
ま
だ
難
し
い
と
は
し
な
い
。 

⑭ 

わ
た
く
し
の
入
滅
し
た
の
ち
に
お
い
て
、
こ
の
経
を
聴
い
て
受
持
し
、
そ
の
意
義
趣
向
を
問
う
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
す
な
わ
ち
難
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
。 

⑮ 

も
し
も
あ
る
ひ
と
が
法
を
説
い
て
、
千
万
億
の
、
無
量
無
数
で
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
ほ
ど
多
数
の
生
あ
る
も
の
た
ち
を
、 

⑯ 

み
な
聖
者
の
位
を
得
て
、
六
神
通
を
そ
な
え
さ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
利
益
は
そ
れ
だ
け
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
ま
た
ま
だ
難
し
い
と
は
し
な
い
。 

⑰ 

わ
た
く
し
が
入
滅
し
た
あ
と
に
お
い
て
、
も
し
も
よ
く
、
こ
の
よ
う
な
経
典
を
受
持
し
尊
ぶ
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
す
な
わ
ち
難
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
。 

【
参
考
資
料
／
『法
華
経
現
代
語
訳(

全)

』 (

三
枝
充
悳 

著･

第
三
文
明
社) 

 

編
集
／
法
梅
蓮
】 

[

余
経
説
法
易] 

[

須
弥
擲
置
易] 

[
世
界
足
擲
易] 

[

有
頂
説
法
易] 

 [

広
説
此
経
難] 

 [

把
空
遊
行
易] 

 [

書
持
此
経
難] 

 [

足
地
昇
天
易] 

[

暫
読
此
経
難] 

 [

大
火
不
焼
易] 

 [

少
説
此
経
難] 

[

広
説
得
通
易] 

 [

聴
受
此
経
難] 

 [

大
衆
羅
漢
易] 

 [

受
持
此
経
難] 

〈妙
法
蓮
華
経
並
開
結
３
９
０
㌻
～
３
９
２
㌻
〉 

諸し
ょ

余
経

よ
き
ょ
う

典て
ん 

数し
ゅ

如に
ょ

恒ご
う

沙し
ゃ 

雖す
い

説せ
つ

此し

等と
う 

未み

足そ
く

為い

難な
ん 

若
接
須
弥

に
ゃ
く
し
ょ
う
し
ゅ
み 

擲
置

ち
ゃ
く
ち

他た

方ほ
う 

無む

数し
ゅ

仏ぶ
つ

土ど 

亦や
く

未み

為い

難な
ん 

若
以

に
ゃ
く
い

足そ
く

指し 

動ど
う

大だ
い

千せ
ん

界が
い 

遠お
ん

擲
他

ち
ゃ
く
た

国こ
く 

亦や
く

未み

為い

難な
ん 

若
立
有
頂

に
ゃ
く
り
ゅ
う
う
ち
ょ
う 

為い

衆し
ゅ

演え
ん

説ぜ
つ 

無
量

む
り
ょ
う

余
経

よ
き
ょ
う 

亦や
く

未み

為い

難な
ん 

若
仏
滅
後

に
ゃ
く
ぶ
つ
め
つ
ご 

於お

悪あ
く

世
中

せ
ち
ゅ
う 

能の
う

説せ
つ

此
経

し
き
ょ
う 

是ぜ

則そ
く

為い

難な
ん 

仮け

使し

有う

人に
ん 

手し
ゅ

把は

虚こ

空く
う 

而に

以い

遊
行

ゆ
ぎ
ょ
う 

亦や
く

未み

為い

難な
ん 

於お

我が

滅め
つ

後ご 

若
自

に
ゃ
く
じ

書し
ょ

持じ 

若
使

に
ゃ
く
し

人に
ん

書し
ょ 

是ぜ

則そ
く

為い

難な
ん 

若
以

に
ゃ
く
い

大だ
い

地じ 

置ち

足そ
く

甲こ
う

上
じ
ょ
う 

昇
於

し
ょ
う
お

梵ぼ
ん

天で
ん 

亦や
く

未み

為い

難な
ん 

仏ぶ
つ

滅め
つ

度ど

後ご 

於お

悪あ
く

世
中

せ
ち
ゅ
う 

暫ざ
ん

読ど
く

此
経

し
き
ょ
う 

是ぜ

則そ
く

為い

難な
ん 

仮け

使し

却こ
う

焼
し
ょ
う 

担た
ん

負ぷ

乾か
ん

草そ
う 

入
中
不
焼

に
ゅ
う
ち
ゅ
う
ふ
し
ょ
う 

亦や
く

未み

為い

難な
ん 

我が

滅め
つ

度ど

後ご 

若
持

に
ゃ
く
じ

此
経

し
き
ょ
う 

為い

一い
ち

人に
ん

説せ
つ 

是ぜ

即そ
く

為い

難な
ん 

若
持

に
ゃ
く
じ

八は
ち

万ま
ん 

四し

千せ
ん

法ほ
う

蔵ぞ
う 

十
二

じ
ゅ
う
に

部
経

ぶ
き
ょ
う 

為い

人に
ん

演え
ん

説ぜ
つ 

令
諸
聴
者

り
ょ
う
し
ょ
ち
ょ
う
し
ゃ 

得と
く

六ろ
く

神じ
ん

通つ
う 

雖す
い

能の
う

如に
ょ

是ぜ 

亦や
く

未み

為い

難な
ん 

於お

我が

滅め
つ

後ご 

聴
受
此
経

ち
ょ
う
じ
ゅ
し
き
ょ
う 

問も
ん

其ご

義
趣

ぎ
し
ゅ 

是ぜ

則そ
く

為い

難な
ん 

若
人
説
法

に
ゃ
く
に
ん
せ
ッ
ほ
う 

令
り
ょ
う

千せ
ん

万ま
ん

億お
く 

無
量

む
り
ょ
う

無む

数し
ゅ 

恒
沙
衆
生

ご
う
し
ゃ
し
ゅ
じ
ょ
う 

得と
く

阿あ

羅ら

漢か
ん 

具ぐ

六ろ
く

神じ
ん

通つ
う 

雖す
い

有う

是ぜ

益や
く 

亦や
く

未み

為い

難な
ん 

於お

我が

滅め
つ

後ご 

若
に
ゃ
く

能の
う

奉ぶ

持じ 

如に
ょ

斯
経

し
き
ょ
う

典て
ん 

是ぜ

則そ
く

為い

難な
ん 
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諸し
ょ

余よ

の
経

き
ょ
う

典て
ん

は 

数か
ず

恒ご
う

沙し
ゃ

の
如ご

と

し 

此こ

れ
等ら

を
説と

く
と
雖
も

い
え
ど

 

未い
ま

だ
難か

た

し
と
為な

す
に
足た

ら
ず 

若も

し
須し

ゅ

弥み

を
接と

っ
て 

他た

方ほ
う

の 

無む

数し
ゅ

の
仏ぶ

つ

土ど

に
擲な

げ
置お

か
ん
も 

亦ま

た
未い

ま

だ
難か

た

し
と
為な

さ
ず 

若も

し
足あ

し

の
指ゆ

び

を
以も

ッ

て 

大だ
い

千せ

界が
い

を
動う

ご

か
し 

遠と
お

く
他た

国こ
く

に
擲な

げ
ん
も 

亦ま

た
未い

ま

だ
難か

た

し
と
為な

さ
ず 

若も

し
有
頂

う
ち
ょ
う

に
立た

っ
て 

衆し
ゅ

の
為た

め
に 

無
量

む
り
ょ
う

の
余
経

よ
き
ょ
う

を
演え

ん

説ぜ
つ

せ
ん
も 

亦ま

た
未い

ま

だ
難か

た

し
と
為な

さ
ず 

若も

し
仏

ほ
と
け

の
滅め

つ

後ご

し
て 

悪あ
く

世せ

の
中な

か

に
於お

い
て 

能よ

く
此こ

の
経
を

き
ょ
う

説と

か
ば 

是こ

れ
は
則
ち

す
な
わ

難か
た

し
と
為な

す 

仮た

使と

い
人ひ

と

有あ

っ
て 

手て

に
虚こ

空く
う

を
把と

っ
て 

以も
ッ

て
遊
行

ゆ
ぎ
ょ
う

す
と
も 

亦ま

た
未い

ま

だ
難か

た

し
と
為な

さ
ず 

我が

が
滅め

つ

後ご

に
於お

い
て 

若も

し
は
自
ら

み
ず
か

も
書か

き
持た

も

ち 

若も

し
は
人ひ

と

を
し
て
も
書か

か
し
め
ば 

是こ

れ
は
則
ち

す
な
わ

難か
た

し
と
為な

す 

若も

し
大だ

い

地じ

を
以も

ッ

て 

足あ
し

の
甲 つ

め

の
上う

え

に
置お

い
て 

梵ぼ
ん

天で
ん

に
昇の

ぼ

ら
ん
も 

亦ま

た
未い

ま

だ
難か

た

し
と
為な

さ
ず 

仏
ほ
と
け

の
滅め

つ

度ど

の
後の

ち

に 
悪あ

く

世せ

の
中な

か

に
於お

い
て 

暫
し
ば
ら

く
も
此こ

の
経
を

き
ょ
う

読よ

ま
ば 

是こ

れ
は
則
ち

す
な
わ

難か
た

し
と
為な

す 

仮た

使と

い
却こ

う

焼
し
ょ
う

に 

乾か
わ

け
る
草く

さ

を
担に

な

い
負お

い
て 

中な
か

に
入い

っ
て
焼や

け
ざ
ら
ん
も 

亦ま

た
未い

ま

だ
難か

た

し
と
為な

さ
ず 

我わ

が
滅め

つ

度ど

の
後の

ち

に 

若も

し
此こ

の
経
を

き
ょ
う

持た
も

っ
て 

一
人

ひ
と
り

の
為た

め

に
も
説と

か
ば 

是こ

れ
は
則
ち

す
な
わ

難か
た

し
と
為な

す 

若も

し
八は

ち

万ま
ん 

四し

千せ
ん

の
法ほ

う

蔵ぞ
う 

十
二

じ
ゅ
う
に

部
経

ぶ
き
ょ
う

を
持た

も

っ
て 

人ひ
と

の
為た

め
に
演え

ん

説ぜ
つ

し
て 

諸
も
ろ
も
ろ

の
聴き

か
ん
者も

の

を
し
て 

六ろ
く

神じ
ん

通つ
う

を
得え

し
め
ん
も 

能よ

く
是か

く

の
如ご

と

く
す
と
雖
も

い
え
ど

 

亦ま

た
未い

ま

だ
難か

た

し
と
為な

さ
ず 

我が

が
滅め

つ

後ご

に
於お

い
て 

此こ

の
経
を

き
ょ
う

聴
ち
ょ
う

受じ
ゅ

し
て 
其そ

の
義ぎ

趣し
ゅ

を
問と

わ
ば 

是こ

れ
則
ち

す
な
わ

難か
た

し
と
為な

す 

若も

し
人ひ

と

は
法ほ

う

を
説と

い
て 

千せ
ん

万ま
ん

億の
く 

無
量

む
り
ょ
う

無
数

む
し
ゅ 

恒ご
う

沙し
ゃ

の
衆し

ゅ

生
じ
ょ
う

を
し
て 

阿あ

羅ら

漢か
ん

を
得え 

六ろ
く

神じ
ん

通つ
う

を
具ぐ

せ
し
め
ん
も 

是こ

の
益や

く

有あ

り
と
雖
も

い
え
ど

 

亦ま

た
未い

ま

だ
難か

た

し
と
為な

さ
ず 

我が

が
滅め

つ

後ご

に
於お

い
て 

若も

し
能よ

く 

斯か
く

の
如ご

と

き
経

き
ょ
う

典て
ん

を
奉ぶ

持じ

せ
ば 
是こ

れ
は
則
ち

す
な
わ

難か
た

し
と
為な

す 



 
【 
参 

考 

資 

料 

】 
◆ 

三
類
の
強
敵 

～ 

勧
持
品
第
十
三 

『
二
十
行
の
偈
』 

末
法
悪
世
の
時
代
に
、
法
華
経
を
弘
め
る
者
に
は
必
ず｢

三
類
の
強
敵｣

が
出
現
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

                   

《 

現
代
語
訳 

》 

① 

た
だ
願
わ
く
は
御
心
配
な
さ
い
ま
せ
ん
よ
う
に
。
仏
が
入
滅
さ
れ
て
か
ら
後
、
恐
ろ
し
い
怖
れ
の
あ
る
悪
世
の
中
に
於
い
て
、
我
ら
は
当
に
広
く
説
く
で
あ
ろ
う
。 

② 

多
く
の
無
知
の
人
が
悪
口
を
い
い
、
罵
り
及
び
刀
杖
を
加
え
る
者
が
あ
ろ
う
と
も
、
我
ら
は
皆
当
に
そ
れ
を
忍
ぶ
で
あ
ろ
う
。 
 

  

〔 

第
一
類 

俗
衆
増
上
慢 

〕 

③ 

悪
世
の
中
の
比
丘
は
、
ま
ち
が
っ
た
智
を
も
っ
て
い
て
、
心
に
こ
び･

諂(

へ
つ
ら)

い
が
あ
り
、
ま
だ 

得
て
い
な
い
も
の
を
、
す
で
に
こ
れ
を
得
た
と
思
い
、
我
執
の
心
が
充
満
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。 

④ 

あ
る
い
は
山
林
の
静
か
な
場
所
で
、
ボ
ロ
切
れ
を
継
ぎ
接
ぎ
し
た
衣
を
着
て
、
誰
も
い
な
い
と
こ
ろ
に
い
て
、
自
ら
真
実
の
道
を
行
じ
て
い
る
と
思
っ
て
、
人
間
を
軽
ん
じ
賤
し
め
て 

い
る
者
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。 

⑤ 

財
産
を
貪
り
自
己
の
利
益
を
求
め
る
こ
と
に
貪
著
し
て
い
る
が
故
に
、
在
家
の
人
々
の
た
め
に
法
を
説
い
て
、
世
間
か
ら
恭
敬
さ
れ
る
こ
と
が
、
六
神
通
を
得
た
阿
羅
漢(

聖
者)

の 

如
く
で
あ
ろ
う
。 

⑥ 

こ
の
人
が
悪
心
を
懐
い
て
、
常
に
世
俗
の
こ
と
ば
か
り
心
に
い
つ
も
思
い
、
そ
の
名
前
の
う
え
で
、
山
林
の
静
か
な
場
所
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
、
我
ら
の 

過
失
を
数
え
あ
げ
る
こ
と
を
好
ん
で
い
る
。 

⑦ 

し
か
も
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
い
う
、｢

こ
の
多
く
の
比
丘
た
ち
は
、
財
産
を
貪
り
、
自
己
の
利
益
を
求
め
る
こ
と
に
貪
著
し
て
い
る
が
た
め
に
、
外
道
の
論
議
を
説
き
、 

⑧ 

自
ら
こ
の
経
典
を
作
成
し
て
、
世
間
の
人
を
誑(

た
ぶ
ら)

か
し
惑
わ
せ
、
名
聞
を
求
め
よ
う
と
す
る
が
た
め
の
故
、
分
別
し
て
こ
の
経
を
説
く
の
で
あ
る｣

と
。 

⑨ 

こ
の
よ
う
に
常
に
大
勢
の
人
々
の
中
で
、
我
ら
を
そ
し
ろ
う
と
欲
す
る
の
で
、
国
王･

大
臣･

バ
ラ
モ
ン･

在
家
の
人
々
、 

⑩ 

及
び
そ
の
他
の
比
丘
た
ち
に
向
っ
て
、
我
ら
を
非
難
し
て
悪
口
を
い
い
、
我
ら
の
悪
を
説
い
て
、｢

こ
れ
は
ま
ち
が
っ
た
考
え
の
人
で
あ
る
。
外
道
の
論
議
を
説
い
て
い
る｣

と
い
う 

〔 

第
三
類 

僭
聖
増
上
慢 

〕 

⑪ 

我
ら
は
仏
を
敬
い
た
て
ま
つ
る
が
故
に
、
悉
く
こ
の
多
く
の
悪
を
忍
ぶ
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
の
為
に
軽
ん
ぜ
ら
れ
て
、｢

汝
ら
は
皆
こ
れ
仏
な
の
だ｣

と
い
わ
れ
て
も
、 

⑫ 

こ
の
よ
う
な
軽
蔑
し
た
高
慢
な
言
葉
を
、
皆
当
に
我
ら
は
じ
っ
と
忍
耐
し
て
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
濁
り
に
満
ち
た
却
と
い
う
悪
世
の
中
に
は
、
多
く
の
恐
ろ
し
い
怖
れ
が
あ
る
で 

あ
ろ
う
。 

⑬ 

悪
鬼
が
そ
の
身
の
中
に
入
っ
た
よ
う
な
人
は
、
我
を
罵
り
、
そ
し
り･

辱
め
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
我
ら
は
仏
を
敬
い
信
じ
た
て
ま
つ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
ず
当
に
忍
耐
の
鎧
を 

身
に
つ
け
る
で
あ
ろ
う
。 

⑭ 

こ
の
経
を
説
か
ん
が
た
め
の
故
に
、
こ
の
多
く
の
困
難
な
こ
と
が
ら
に
耐
え
忍
ぼ
う
。
我
は
一
身
の
命
を
愛
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
無
上
の
仏
道
だ
け
を
惜
し
ん
で
い
る
の
で 

あ
る
。 

⑮ 

我
ら
は
来
世
に
於
い
て
、
仏
に
委
嘱
さ
れ
た
と
こ
ろ
を
護
持
し
よ
う
。
世
尊
は
自
ら
当
に
御
存
知
で
あ
ろ
う
。
濁
り
に
満
ち
た
世
の
悪
い
比
丘
は
、 

⑯ 

仏
が
教
化
の
方
法
と
し
て
、
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
相
手
に
応
じ
て
説
か
れ
る
法
を
知
ら
な
い
で
、
悪
口
を
い
い
眉
を
顰(

し
か)

め
、
経
を
受
持
す
る
者
が
し
ば
し
ば
追
放
さ
れ
て
、 

⑰ 

塔
や
寺
か
ら
遠
く
離
れ
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。  

こ
の
よ
う
な
多
く
の
悪
を
も
、
仏
の
御
告
げ
を
じ
っ
と
心
に
思
う
が
故
に
、
皆
当
に
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
を
忍
ぼ
う
。 

⑱ 

多
く
の
聚
落
や
城
市
に
、
も
し
も
法
を
求
め
る
者
が
あ
る
な
ら
ば
、
我
ら
は
皆
そ
の
と
こ
ろ
に
到
り
、
仏
に
委
嘱
さ
れ
た
法
を
説
こ
う
。 

⑲ 

我
は
世
尊
の
使
者
で
あ
る
か
ら
、
多
く
の
人
々
に
対
処
し
て
も
畏
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
我
は
当
に
善
く
法
を
説
こ
う
。
願
わ
く
は
仏
よ
、
安
穏
に
と
ど
ま
っ
て
お
ら
れ
ま
す 

よ
う
に
。 

⑳ 

我
は
世
尊
の
前
と
、
多
く
の
来
集
さ
れ
た
十
方
の
仏
の
前
と
で
、
以
上
の
よ
う
な
誓
願
の
言
葉
を
発
し
た
。
仏
よ
、
ど
う
か
我
の
心
を
知
ら
れ
ま
す
よ
う
に
。 

【
参
考
資
料
／
『法
華
経
現
代
語
訳(

全)

』 (

三
枝
充
悳 

著･

第
三
文
明
社) 

 

編
集
／
法
梅
蓮
】 

〔 

第
二
類 

道
門
増
上
慢 

〕 

〈妙
法
蓮
華
経
並
開
結
４
１
７
㌻
～
４
２
１
㌻
〉 

唯た

だ
願ね

が

わ
く
は
慮
い

う
ら
お
も

を
為な

し
た
ま
わ
ざ
れ 

仏
の

ほ
と
け

滅め
つ

度ど

の
後の

ち 

恐く

怖ふ

悪あ
く

世せ

の
中な

か

に
於お

い
て 

我わ

れ
等ら

は
当ま

さ

に
広ひ

ろ

く
説と

く
べ
し 

諸
の

も
ろ
も
ろ

無む

智ち

の
人ひ

と

の 

悪あ
ッ

口く

罵め

詈り

等と
う

し 

及お
よ

び
刀と

う

杖
を

じ
ょ
う

加く
わ

う
る
者も

の

有あ

ら
ん 

我わ

れ
等ら

は
皆み

な
当ま

さ

に
忍し

の

ぶ
べ
し 

悪あ
く

世せ

の
中な

か

の
比び

丘く

は 

邪じ
ゃ

智ち

に
し
て
心

こ
こ
ろ

諂て
ん

曲ご
く

に 

未い
ま

だ
得え

ざ
る
を
謂お

も

い
て
得え

た
り
と
為な

し 

我が

慢ま
ん

の
心

こ
こ
ろ

充
じ
ゅ
う

満ま
ん

せ
ん 

或
は

あ
る
い

阿あ

練れ
ん

若に
ゃ

に 

納の
う

衣え

に
し
て
空く

う

閑げ
ん

に
在あ

っ
て 

自
ら

み
ず
か

真し
ん

の
道ど

う

を
行
ず

ぎ
ょ
う

と
謂お

も

い
て 

人に
ん

間げ
ん

を
軽

き
ょ
う

賤せ
ん

す
る
者も

の

有あ

ら
ん 

利り

養よ
う

に
貪と

ん

著
す

じ
ゃ
く

る
が
故ゆ

え

に 

白
衣

び
ゃ
く
え

の
与た

め
に
法ほ

う

を
説と

い
て 

世よ

の
恭
敬

く
ぎ
ょ
う

す
る
所
と

と
こ
ろ

為な

る
こ
と 

六ろ
く

通つ
う

の
羅ら

漢か
ん

の
如ご

と

く
な
ら
ん 

是こ

の
人ひ

と

は
悪あ

く

心し
ん

を
懐い

だ

き 

常つ
ね

に
世せ

俗ぞ
く

の
事じ

を
念お

も

い 

名な

を
阿あ

練れ
ん

若に
ゃ

に
仮か

っ
て 

好こ
の

ん
で
我わ

れ
等ら

が
過と

が

を
出い

だ

さ
ん 

而し
か

も
是か

く

の
如ご

と

き
言
を

こ
と
ば

作な

さ
ん 

此こ

の
諸
の

も
ろ
も
ろ

比び

丘く

等ら

は 

利り

養よ
う

を
貪
ら

む
さ
ぼ

ん
が
為た

め
の
故ゆ

え

に 

外げ

道ど
う

の
論ろ

ん

議ぎ

を
説と

く 

自
ら

み
ず
か

此こ

の
経

き
ょ
う

典て
ん

を
作つ

く

っ
て 

世せ

間け
ん

の
人ひ

と

を
誑お

う

惑わ
く

す 

名
聞
を

み
ょ
う
も
ん

求 も
と

め
ん
が
為た

め
の
故ゆ

え

に 

分ふ
ん

別べ
つ

し
て
是こ

の
経
を

き
ょ
う

説と

く
と 

常つ
ね

に
大だ

い

衆し
ゅ

の
中な

か

に
在あ

っ
て 

我わ

れ
等ら

を
毀そ

し

ら
ん
と
欲ほ

つ

す
る
が
故ゆ

え

に 

国こ
く

王お
う

大だ
い

臣じ
ん 

婆ば

羅ら

門も
ん

居こ

士じ 
及お

よ

び
余よ

の
比び

丘く

衆し
ゅ

に
向む

か

っ
て 

誹ひ

謗ぼ
う

し
て
我わ

が
悪あ

く

を
説と

い
て 

是こ

れ
邪じ

ゃ

見け
ん

の
人ひ

と 

外げ

道ど
う

の
論ろ

ん

議ぎ

を
説と

く
と
謂い

わ
ん 

我わ

れ
等ら

は
仏
を

ほ
と
け

敬
う

う
や
ま

が
故ゆ

え

に 

悉
く

こ
と
ご
と

是こ

の
諸し

ょ

悪あ
く

を
忍し

の

ば
ん 

斯こ

れ
の
軽か

ろ

し
め
て 

汝
等

な
ん
だ
ら

は
皆み

な
是こ

れ
仏
な

ほ
と
け

り
と
言い

う
所
と

と
こ
ろ

為な

ら
ん 

此か
く

の
如ご

と

き
軽

き
ょ
う

慢ま
ん

の
言
を

こ
と
ば

 

皆み

な
当ま

さ

に
忍し

の

ん
で
之こ

れ

を
受う

く
べ
し 

濁
却
悪
世

じ
ょ
ッ
こ
う
あ
く
せ

の
中な

か

に
は 

多お
お

く
諸
の

も
ろ
も
ろ

恐く

怖ふ

有あ

ら
ん 

悪あ
ッ

鬼き

其そ

の
身み

に
入い

っ
て 
我わ

れ
を
罵め

詈り

毀き

辱に
く

せ
ん 

我わ

れ
等ら

は
仏
を

ほ
と
け

敬
信

き
ょ
う
し
ん

し
て 

当ま
さ

に
忍に

ん

辱に
く

の
鎧
を

よ
ろ
い

著き

る
べ
し 

是こ

の
経
を

き
ょ
う

説と

か
ん
が
為た

め
の
故ゆ

え

に 

此こ

の
諸
の

も
ろ
も
ろ

難な
ん

事じ

を
忍し

の

ば
ん 

我わ

れ
は
身
命
を

し
ん
み
ょ
う

愛あ
い

せ
ず 

但た
だ

無
上

む
じ
ょ
う

道ど
う

を
惜お

し
む 

我わ

れ
等ら

は
来ら

い

世せ

に
於お

い
て 

仏
の

ほ
と
け

嘱ぞ
く

す
る
所
を

と
こ
ろ

護ご

持じ

せ
ん 

世せ

尊そ
ん

は
自
ら

み
ず
か

当ま
さ

に
知し

ろ

し
め
す
べ
し 

濁
世

じ
ょ
く
せ

の
悪あ

く

比び

丘く

は 

仏
の

ほ
と
け

方ほ
う

便べ
ん 

宜よ
ろ

し
き
に
随
っ

し
た
が

て
説と

き
た
ま
う
所
の

と
こ
ろ

法ほ
う

を
知し

ら
ず 

悪あ
ッ

口く

し
て
嚬
蹙
し

び
ん
し
ゅ
く 

数し
ば

数し
ば

擯ひ
ん

出す
い

せ
ら
れ 

塔と
う

寺じ

を
遠お

ん

離り

せ
ん 

是か
く

の
如ご

と

き
等と

う

の
衆し

ゅ

悪あ
く

を
も 

仏
の

ほ
と
け

告
勅
を

ご
う
ち
ょ
く

念お
も

う
が
故ゆ

え

に 

皆み

な
当ま

さ

に
是こ

の
事じ

を
忍し

の

ぶ
べ
し 

諸
の

も
ろ
も
ろ

聚じ
ゅ

落ら
く

城
邑
に

じ
ょ
う
お
う 

其そ

れ
法ほ

う

を
求も

と

む
る
者も

の

有あ

ら
ば 

我わ

れ
皆み

な
其そ

の
所
に

と
こ
ろ

到い
た

っ
て 

仏
の

ほ
と
け

嘱ぞ
く

す
る
所
の

と
こ
ろ

法ほ
う

を
説と

か
ん 

我わ

れ
は
是こ

れ
世せ

尊そ
ん

の
使
な

つ
か
い

り 

衆し
ゅ

に
処し

ょ

す
る
に
畏お

そ

る
る
所
無

と
こ
ろ
な

し 

我わ

れ
は
当ま

さ

に
善よ

く
法ほ

う

を
説と

く
べ
し 

願ね
が

わ
く
は
仏
よ

ほ
と
け

安あ
ん

穏の
ん

に
住
し

じ
ゅ
う

た
ま
え 

我わ

れ
世せ

尊そ
ん

の
前

み
ま
え 

諸
の

も
ろ
も
ろ

来き
た

り
た
ま
え
る
十じ

ッ

方ぽ
う

の
仏
に

ほ
と
け

於お

い
て 
是か

く

の
如ご

と

き
誓せ

い

言ご
ん

を
発お

こ

す 

仏
は

ほ
と
け

自
ら

み
ず
か

我わ

が
心
を

こ
こ
ろ

知し
ろ

し
め
せ 

唯ゆ
い

願が
ん

不ふ

為い

慮り
ょ 

於お

仏ぶ
つ

滅め
つ

度ど

後ご 
恐く

怖ふ

悪あ
く

世
中

せ
ち
ゅ
う 

我が

等と
う

当と
う

広こ
う

説せ
つ 

有う

諸し
ょ

無む

智ち

人に
ん 

悪あ
ッ

口く

罵め

詈り

等と
う 

及
加

ぎ
ゅ
う
か

刀
杖
者

と
う
じ
ょ
う
し
ゃ 

我が

等と
う

皆か
い

当と
う

忍に
ん 

悪あ
く

世
中

せ
ち
ゅ
う

比び

丘く 

邪じ
ゃ

智ち

心し
ん

諂て
ん

曲ご
く 

未み

得と
く

謂い

為い

得と
く 

我が

慢ま
ん

心し
ん

充
じ
ゅ
う

満ま
ん 

或わ
く

有う

阿あ

練れ
ん

若に
ゃ 

納の
う

衣え

在ざ
い

空く
う

閑げ
ん 

自じ

謂
行

い
ぎ
ょ
う

真し
ん

道ど
う 

軽
き
ょ
う

賤せ
ん

人に
ん

間げ
ん

者し
ゃ 

貪と
ん

著
利

じ
ゃ
く
り

養よ
う

故こ 

与
白

よ
び
ゃ
く

衣え

説せ
ッ

法ぽ
う 

為い

世せ

所し
ょ

恭
敬

く
ぎ
ょ
う 

如に
ょ

六ろ
く

通つ
う

羅ら

漢か
ん 

是ぜ

人に
ん

懐え

悪あ
く

心し
ん 

常
じ
ょ
う

念ね
ん

世せ

俗ぞ
く

事じ 

仮
名

け
み
ょ
う

阿あ

練れ
ん

若に
ゃ 

好こ
う

出す
い

我が

等と
う

過か 

而に

作さ

如に
ょ

是ぜ

言ご
ん 

此し

諸し
ょ

比び

丘く

等と
う 

為い

貪と
ん

利り

養よ
う

故こ 

説せ
つ

外げ

道ど
う

論ろ
ん

議ぎ 

自じ

作さ

此
経
典

し
き
ょ
う
て
ん 

誑お
う

惑わ
く

世せ

間け
ん

人に
ん 

為い

求ぐ

名
み
ょ
う

聞も
ん

故こ 

分ふ
ん

別べ
つ

説せ
つ

是
経

ぜ
き
ょ
う 

常
在
大
衆
中

じ
ょ
う
ざ
い
だ
い
し
ゅ
ち
ゅ
う 

欲よ
く

毀き

我が

等と
う

故こ 

向
国
王
大
臣

き
ょ
う
こ
く
お
う
だ
い
じ
ん 

婆ば

羅ら

門も
ん

居こ

士じ 

及
余

ぎ
ゅ
う
よ

比び

丘く

衆し
ゅ 

誹ひ

謗ぼ
う

説せ
つ

我が

悪あ
く 

謂い

是ぜ

邪じ
ゃ

見け
ん

人に
ん 

説せ
つ

外げ

道ど
う

論ろ
ん

議ぎ 

我が

等と
う

敬
仏
故

き
ょ
う
ぶ
ッ
こ 

悉し
つ

忍に
ん

是ぜ

諸し
ょ

悪あ
く 

為い

斯
所
軽

し
し
ょ
き
ょ
う

言ご
ん 

汝に
ょ

等と
う

皆か
い

是ぜ

仏ぶ
つ 

如に
ょ

此
軽

し
き
ょ
う

慢ま
ん

言ご
ん 

皆か
い

当と
う

忍に
ん

受じ
ゅ

之し 

濁
じ
ょ
く

却こ
う

悪あ
く

世
中

せ
ち
ゅ
う 

多た

有う

諸し
ょ

恐く

怖ふ 

悪あ
ッ

鬼き

入
其

に
ゅ
う
ご

身し
ん 

罵め

詈り

毀き

辱に
く

我が 

我
等
敬
信
仏

が
と
う
き
ょ
う
し
ん
ぶ
つ 

当と
う

著
じ
ゃ
く

忍に
ん

辱に
く

鎧が
い 

為い

説せ
つ

是ぜ

経
故

き
ょ
う
こ 

忍に
ん

此し

諸し
ょ

難な
ん

事じ 

我
不
愛
身
命

が
ふ
あ
い
し
ん
み
ょ
う 

但
惜
無
上
道

た
ん
し
ゃ
く
む
じ
ょ
う
ど
う 

我が

等と
う

於お

来ら
い

世せ 

護ご

持じ

仏ぶ
ッ

所し
ょ

嘱ぞ
く 

世せ

尊そ
ん

自じ

当と
う

知ち 

濁
世

じ
ょ
く
せ

悪あ
く

比び

丘く 

不ふ

知ち

仏ぶ
つ

方ほ
う

便べ
ん 

随ず
い

宜ぎ

所し
ょ

説せ
ッ

法ほ
う 

悪あ
ッ

口く

而に

嚬び
ん

蹙
し
ゅ
く 

数さ
く

数さ
く

見け
ん

擯ひ
ん

出す
い 

遠お
ん

離り

於お

塔と
う

寺じ 

如に
ょ

是ぜ

等と
う

衆し
ゅ

悪あ
く 

念ね
ん

仏ぶ
つ

告ご
う

勅
故

ち
ょ
く
こ 

皆か
い

当と
う

忍に
ん

是ぜ

事じ 

諸し
ょ

聚じ
ゅ

落ら
く

城
じ
ょ
う

邑お
う 

其ご

有う

求ぐ

法ほ
う

者し
ゃ 

我が

皆か
い

到と
う

其ご

所し
ょ 

説せ
つ

仏ぶ
ッ

所し
ょ

嘱ぞ
く

法ほ
う 

我が

是ぜ

世せ

尊そ
ん

使し 

処し
ょ

衆し
ゅ

無む

所し
ょ

畏い 

我が

当と
う

善ぜ
ん

説せ
ッ

法ほ
う 

願が
ん

仏ぶ
つ

安あ
ん

穏の
ん

住
じ
ゅ
う 

我が

於お

世せ

尊そ
ん

前ぜ
ん 

諸し
ょ

来ら
い

十じ
ッ

方ぽ
う

仏ぶ
つ 

発は
つ

如に
ょ

是ぜ

誓せ
い

言ご
ん 

仏ぶ
つ

自じ

知ち

我が

心し
ん 
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『煩悩即菩提』と『生死即涅槃』の図解 

即身成仏 

 

即 

即 

煩 

悩 

菩 

提 

生 

死 

涅 槃 

過去世 

現在世 

未来世 

三 

世 

法 

妙 
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