
法
華
経
集
成
の
根
本
原
理

　
　
　
　
　
（
は
仏
教
思
想
の
根
本
真
理
な
り
）

伊

藤

瑞

叡

一
、

問
題
の
所
在

　
法
華
経
が
集
成
（
目
収
集
・
制
作
・
編
成
1
1
定
期
間
段
階
集
成
）
さ
れ
る
に

際
し
て
は
、
基
本
と
な
る
構
想
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
基
本
と
な
る
構
想
に
は
、
根
本
と
な
る
原
理
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
（
～
ぐ
h
a
t
）
。

　

し
か
も
根
本
と
な
る
原
理
に
依
拠
す
る
基
本
と
な
る
構
想
に
は
、
そ
れ
に
よ

る
形
態
・
構
造
・
機
能
が
あ
る
で
あ
ろ
う
（
砿
（
）
≦
言
［
）
。

　

そ
し
て
、
そ
の
根
本
原
理
は
、
仏
教
思
想
の
根
本
真
理
で
あ
る
と
↓
般
的
に

証

認
さ
れ
て
い
る
縁
起
（
p
l
’
a
t
i
t
y
E
｛
s
L
二
n
u
t
l
）
豊
巴
と
、
如
何
に
関
係
す
る

の

で

あ
ろ
う
か
（
w
h
v
）
。

　
以
上
が

本
論
に
お
け
る
設
問
（
ー
ぐ
h
a
t
－
s
o
　
w
h
a
t
－
w
h
y
）
で
あ
り
、
以

下
に

解
答
を
推
求
し
、
推
定
仮
説
を
提
示
し
よ
う
。

　

し
か
も
仮
説
推
求
の
前
提
補
助
線
と
な
る
も
の
は
、
法
華
経
の
重
要
関
心
事

と
し
て
根
本
解
決
を
企
図
し
た
舎
利
塔
経
巻
廟
問
題
に
あ
る
、
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
法
”
準
経
集
成
の
根
本
原
理
｛
伊
藤
一

　
す

な
わ
ち
、
仏
陀
釈
尊
の
身
に
は
、
生
滅
す
る
生
身
（
目
父
母
生
身
日
習
旬

豆

貫
．
吉
－
罫
さ
目
随
世
g
e
　
a
s
　
l
o
k
a
n
u
v
a
r
t
a
k
a
－
k
f
i
y
a
）
と
不
生
不
滅
な
る
法

身
（
1
1
法
性
生
身
巳
言
】
・
己
o
－
〔
二
話
ε
］
舎
ピ
田
鯵
）
と
が
あ
り
う
る
。

　
－
L
6
　
0
　
V
滅
t
r
k
．
t
＿
　
L
J
　
（
p
a
r
i
n
i
r
v
r
t
a
s
y
a
　
p
a
S
c
i
m
e
　
k
a
l
e
　
p
a
S
c
i
m
e
s
a
m
a
y
e
）

残
れ
る
舎
f
f
　
（
．
g
a
r
i
l
’
a
）
に
も
、
遺
骨
（
合
習
已
）
な
る
生
a
s
　
（
の
）
舎
利
と

所
説
の
妙
法
（
s
a
d
d
h
a
r
m
a
）
な
る
法
身
（
（
芸
巴
。
己
雫
冨
累
o
）
（
の
）
舎
利
と

が

あ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
身
骨
舎
利
と
法
頒
舎
利
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
崇
拝
に
も
、
ス
ト
ゥ
ー
o
（
　
（
＝
遺
骨
を
安
置
す
る
）
崇
拝
と
チ
ャ
イ

ト
ヤ
（
‖
経
巻
を
安
置
す
る
）
崇
拝
と
が
あ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
供
養

（
p
r
k
j
a
）
に
も
、
舎
利
↑
遺
骨
）
供
養
と
経
巻
（
s
L
－
i
t
r
a
－
p
u
s
t
a
k
a
）
供
養

と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
法

華
経
は
、
舎
利
（
1
遺
骨
）
供
養
↓
チ
ャ
イ
ト
ヤ
（
制
多
廟
）
供
養
1
1
経

巻
供
養
ー
経
典
受
持
（
ひ
口
ご
・
鋤
暮
午
合
邑
、
㏄
1
1
妙
法
の
受
持
合
三
目
午

dha
r
a
　
＝
s
a
d
d
h
a
r
m
a
－
p
a
r
i
g
r
a
h
a
）
　
（
に
お
け
る
舎
利
供
養
と
経
巻
供
養
と
）

の
ss
　l

　
（
ジ
ン
テ
ー
ゼ
）
と
、
そ
の
持
続
性
（
合
穗
つ
）
を
明
示
す
る
．
、
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別
言
す
る
と
、
そ
れ
は
、
伽
耶
近
成
の
生
身
の
有
始
有
終
な
る
生
・
滅
と
無

始
無
終
な
る
法
身
の
不
生
’
不
滅
と
の
統
一
な
る
有
始
無
終
な
る
久
遠
実
成
の

報
身
（
呂
日
9
0
σ
q
o
－
蚕
養
）
と
持
続
な
る
常
住
不
滅
と
を
可
能
せ
し
め
る
意

m
p
　
（
s
a
r
p
d
h
a
＝
a
b
h
i
p
r
a
r
y
a
）
は
、
縁
起
の
理
法
に
根
拠
す
る
、
と
推
定
せ

し
め
る
の
で
あ
る
。

二
、
方
便
品
・
寿
量
品
の
一
対
相
依
関
係

　
成
立

論
に
お
け
る
（
あ
る
い
は
軽
率
な
概
括
で
あ
り
う
る
）
従
来
の
一
般
説

で

は
、
例
せ
は
、
鈴
木
宗
忠
博
十
説
に
「
新
層
（
寿
量
品
グ
ル
ー
プ
）
は
法
華

を
讃
嘆
し
経
が
仏
で
あ
る
と
す
る
観
点
よ
り
舎
利
塔
を
排
斥
し
て
制
多
廟
を
高

調
す

る
が
、
こ
れ
は
（
経
仏
一
如
を
内
容
と
す
る
仏
陀
を
中
心
問
題
と
す
る
）

新
層
が
（
開
1
i
R
1
を
内
容
と
す
る
説
法
を
中
心
問
題
と
す
る
）
古
層
（
方
便

品
グ
ル
ー
プ
）
と
異
な
る
こ
と
を
示
す
」
と
あ
る
如
く
、
今
経
諸
品
の
立
場
・

内
容
等
の
特
徴
の
異
同
に
よ
り
直
ち
に
新
古
の
層
を
論
断
し
て
来
た
．
、
し
か
し

そ

れ

は
性
急
で
あ
ろ
う
．
．

　

け
だ
し
経
典
集
成
上
の
構
想
の
問
題
と
し
て
解
明
し
う
る
か
ら
で
あ
る
t
l

　
立

場
・
内
容
が
異
な
る
と
い
っ
て
も
、
寿
量
品
グ
ル
ー
プ
の
経
仏
一
如
の
思

想

は
方
便
品
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
を
前
提
と
す
る
し
、
ま
た
寿
量
品
に
も

r
衆
、
我
が
滅
度
を
見
て
、
広
く
舎
利
（
合
鋼
已
遺
形
と
し
て
の
身
）
を
供
養

し
」
云
々
と
あ
り
、
分
別
功
徳
品
に
も
舎
利
塔
（
診
「
一
日
巳
ξ
巴
を
建
て
て

舎
利
供
養
（
公
∴
言
盲
）
を
説
く
如
く
、
寿
量
品
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
ア
は

必
ず

し
も
舎
利
塔
を
排
斥
し
て
制
多
廟
を
高
調
す
る
と
の
み
断
定
し
う
る
も
の

て
も
な
い
、

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
根
本
思
想
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る

主
局
面
さ
え
あ
る
．
、

　

す
な
わ
ち
方
便
品
グ
ル
ー
プ
に
お
け
る
正
法
（
S
a
d
d
h
a
r
m
a
）
の
三
義

（dh
a
i
’
m
a
－
n
e
t
r
l
教
法
・
ご
三
（
＝
峯
－
ご
○
合
一
証
法
・
会
P
冨
】
巨
行
法
）
と
寿

量
品
に

お

け
る
大
良
薬
色
香
美
味
皆
悉
具
足
と
神
力
品
の
四
句
要
法
と
は
申
し

合
わ
せ
た
如
く
に
一
致
す
る
、

　

ま
た
方
便
品
で
の
如
来
の
出
i
i
現
於
世
　
（
卜
生
）
と
寿
量
品
で
の
如
来
の

入
二
於
浬
築
　
（
ー
滅
）
と
が
、
生
滅
の
道
理
を
対
応
原
理
と
し
て
善
巧
方
便

（u
pay
a
－
k
a
u
S
a
l
y
a
）
と
の
関
係
で
説
か
れ
、
随
宜
所
説
意
趣
（
ω
①
ヨ
ユ
ゴ
甲

bha
＄ya
）

と
し
て
示
さ
れ
る
意
義
、
方
便
品
の
令
三
衆
生
入
二
仏
知
見
道
一
と
寿

量
品

の
教
二
化
衆
生
一
令
レ
入
二
仏
道
一
と
に
お
い
て
（
す
な
わ
ち
仏
知
見
へ
の
道

に
入
ら
し
め
る
と
い
う
点
で
）
合
一
す
る
。

　

よ
っ
て
、
方
便
品
と
寿
量
品
と
は
む
し
ろ
同
時
の
層
と
見
る
へ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
全
体
・
本
質
の
動
向
を
看
過
し
部
分
・
隅
有
を
強
調
し
て
、
新

占
の
層
を
性
急
に
断
定
す
る
の
は
、
単
純
枚
挙
に
よ
る
帰
納
の
誤
謬
に
他
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
一
、

　

し
た
が
っ
て
、
し
か
し
ま
た
成
立
論
の
一
般
説
に
お
い
て
も
、
例
せ
ぱ
鈴
木

博
十

説
に

あ
っ
て
も
「
原
始
分
は
古
層
と
新
層
と
の
結
合
よ
り
成
立
す
る
。
法



華
経
原
始
分
は
形
式
上
重
頒
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
他
の
大
乗
経
典
と
同

様
に

始
め
か
ら
書
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
大
体
始
め
か
ら
現
在
の
形
で
存
在

し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
古
層
は
宝
塔
品
に
あ
る
よ
う
に
明
ら
か
に
妙

法
蓮
華
法
門
（
S
a
d
d
h
a
r
n
i
a
－
p
u
i
）
（
．
l
a
i
’
i
k
a
　
d
h
E
n
、
m
a
’
p
a
l
、
富
吉
）
と
い
う
名

称

で
一
経
の
形
態
を
な
し
て
、
新
層
は
分
別
功
徳
品
に
あ
る
よ
う
に
如
来
寿
量

法
門
（
弓
㏄
巳
緬
σ
q
㏄
［
．
題
5
－
ξ
o
ヨ
鋤
宕
（
二
5
＝
崇
二
）
邑
、
冨
吉
）
と
い
う
名
称
で

古
層
ほ
ど
に
は
明
ら
か
で
な
い
一
経
と
し
て
の
形
態
を
な
し
て
存
在
し
た
で
あ

　
　
　
　
エ
ゴ

ろ
う
」
と
説
く
に
至
る
。

　
す

な
わ
ち
二
十
一
品
を
原
始
分
と
称
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
新
古
の
層
よ

り
成
る
と
見
る
に
し
て
も
、
始
め
か
ら
書
写
さ
れ
た
も
の
始
め
か
ら
現
在
の
形

で
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
．
、

　

し
か
も
法
華
経
が
二
つ
の
ダ
ル
マ
・
パ
リ
ヤ
ー
ヤ
（
（
ご
5
「
ヨ
o
己
隅
葛
く
巴

よ
り
な
る
と
見
る
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
か
ら
適
正
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
の
研
究
に
よ
る
と
、
ダ
ル
マ
・
パ
リ
ヤ
ー
ヤ
と
は
広
義
に
は
経

（s

U
t
r
a
）
を
指
示
す
る
が
、
狭
義
に
は
序
品
と
嘱
累
品
の
一
部
を
除
き
、
そ

の

主

要
部
と
し
て
長
行
と
偶
頒
と
よ
り
な
る
法
を
分
別
（
三
、
襲
げ
亨
昔
）
し
て

r
s
．
　
I
r
s
　
（
n
i
r
d
e
S
a
）
す
る
体
系
を
指
称
し
、
　
－
v
　
m
o
　
L
）
　
d
h
a
r
i
n
a
－
n
i
u
k
h
a
－

pa
ri
v
a
r
ta
　
（
法
門
の
品
）
と
同
視
さ
れ
る
も
の
で
重
要
章
品
を
意
味
す
る
こ

と
も
あ
り
う
る
か
ら
、
　
一
経
の
中
に
複
数
の
ダ
ル
マ
・
パ
リ
ヤ
ー
ヤ
が
包
含

さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
二
つ
の
ダ
ル
マ
・
パ
リ
ヤ
ー
ヤ
よ
り
な
る
こ
と
が
直
ち
に
二
経

法

華
経
集
成
の
根
本
原
理
（
伊
藤
）

よ
り
な
る
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
。
し
か
も
新
層
と
さ
れ
る
神
力
品
に
も
古

層
の
名
称
と
さ
れ
る
S
a
d
d
h
a
r
m
a
－
p
u
i
）
（
．
l
a
r
i
k
a
　
n
a
m
a
　
d
h
a
r
m
a
－
p
a
r
y
a
y
a

（
妙
法
蓮
華
と
名
け
る
法
門
）
が
あ
る
か
ら
、
O
③
ユ
合
①
「
∋
③
も
ξ
江
①
ユ
奇

（

－
s
a
t
r
a
妙
法
蓮
華
経
）
が
l
一
層
に
共
通
す
る
総
名
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
T
a
t
h
a
－
g
a
t
’
i
i
y
u
＄
－
p
r
a
n
i
？
－
i
i
］
a
　
（
－
n
i
r
d
e
S
a
－
d
h
a
r
n
i
a
－

pa
ry
ay
a

如
来
寿
量
の
説
示
の
法
門
）
に
対
し
て
上
位
概
念
の
関
係
に
あ
る

か
，
S
、
　
T
a
t
h
a
g
a
t
’
a
y
u
O
－
p
r
a
m
a
r
p
a
1
1
1
　
S
a
c
l
d
h
a
r
n
i
a
－
p
u
i
）
d
a
r
l
k
a
　
（
／
）
根
本

と
な
る
別
相
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
．
、

　

な
お
方
便
品
な
い
し
化
城
喩
品
の
教
説
の
説
示
が
五
百
弟
子
授
記
品
に

sa
日
d
h
A
－
b
h
A
＄
i
t
a
－
n
i
r
d
e
S
．
a
と
い
う
合
成
語
で
総
括
さ
れ
て
い
る
。

sa
m
d
h
a
－
b
h
f
i
＄
i
t
a
は
e
k
a
－
y
F
i
n
a
で
あ
る
っ
n
i
i
’
d
e
S
a
す
る
も
の
、
す
る
部

分
は

dha
r
m
a
－
p
a
r
y
a
y
．
　
a
で
あ
る
。
－
L
6
　
“
　
V
　
n
i
r
d
e
S
a
に
は
〔
芸
o
「
己
㌣
亨
が

後
続
す
る
の
が
、
d
h
a
r
m
a
－
p
°
に
は
三
己
o
留
の
語
が
直
前
す
る
の
が
、
そ

れ
ぞ
れ
相
応
す
る
。

　
か

く
し
て
筆
者
は
次
の
よ
う
な
図
式
を
仮
定
す
る
．
、

　
　
S
a
d
d
h
a
r
m
a
－
p
u
o
d
a
r
i
k
a
　
n
a
m
a
　
d
h
a
r
m
a
－
p
a
r
y
A
y
a

　
　
＝
M
a
h
a
（
－
d
h
a
r
m
a
－
s
a
d
d
h
a
r
m
a
）
－
n
i
r
d
e
S
a

　
　
口
習
①
合
一
①
・
コ
声
p
。
℃
。
量
之
鯵
．
一

　　　［
雪
鰭
諌
誘
魂
誘
‥
σ
鷲
詩
霞

　

　

　

　
d
h
a
r
m
a
－
p
a
r
y
A
y
a
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な
お
ま
た
鈴
木
博
十
説
に
「
両
層
は
内
容
上
で
（
し
た
が
っ
て
宗
教
の
本
質

よ
り
見
て
も
）
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
田
主
役
は
共
に
仏
で
あ
る
が
、
副

役
が

古
層
で
声
聞
、
新
層
で
菩
薩
と
相
違
す
る
、
②
古
層
で
は
声
聞
が
菩
薩
と

な
っ
て
成
仏
す
る
（
信
の
教
に
慧
の
教
の
香
が
残
る
）
が
、
新
層
で
は
衆
生
が

そ
の
ま
ま
で
成
仏
す
る
（
純
粋
に
信
の
教
で
あ
る
）
、
③
主
役
の
仏
た
る
本
尊

が
古
層
で
は

応
身
で

あ
る
が
、
新
層
で
は
報
身
と
な
る
」
と
あ
る
。

　

し
か
し
、
右
の
ω
②
③
の
内
容
の
対
比
的
な
異
な
り
は
、
内
容
構
想
の
問
題

で

も
あ
り
う
る
か
ら
、
必
ず
し
も
新
古
一
、
層
の
新
・
古
を
区
別
す
る
論
拠
と
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
の
対
比
が
い
か
に
も
対
比
的
で
あ
る
と
こ
ろ

に
、
二
層
の
作
為
的
な
る
統
1
を
予
想
せ
し
め
l
体
性
を
推
定
せ
し
め
る
。
す

な
わ
ち
二
つ
の
層
は
一
方
の
層
を
欠
く
な
ら
ば
相
互
に
不
完
全
と
な
る
。
よ
っ

て
、
方
便
品
と
寿
量
品
と
は
一
対
相
依
関
係
に
あ
る
、
と
別
言
し
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
ま
た
博
士
説
に
「
両
層
の
結
合
は
結
△
［
の
初
め
と
し
て
の
序
品
と
終

り
と
し
て
の
嘱
累
品
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
序
品
は
ω
妙
法
蓮
華
教
菩
薩
法
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

所
護
念
法

門
と
い
う
点
で
教
菩
薩
法
は
古
層
の
法
華
法
門
を
含
み
仏
所
護
念
は

新
層
の
寿
量
法
門
を
含
み
両
層
の
法
門
を
総
合
す
る
、
②
役
者
と
い
う
点
で
初

め

に

古
層
の
副
役
の
声
聞
を
後
に
新
層
の
副
役
の
菩
薩
を
列
ね
て
l
．
者
を
総
合

し
終
り
で
文
殊
弥
勒
の
問
応
を
示
す
、
③
経
題
の
解
釈
と
い
う
点
で
妙
法
蓮
華

教
菩
薩
法
仏
所
護
A
，
心
法
門
で
あ
る
か
ら
古
層
の
菩
薩
（
妙
法
の
蓮
華
で
蓮
華
は

菩
薩
で

あ
る
）
と
新
層
の
仏
（
妙
法
が
蓮
華
で
蓮
華
は
仏
で
あ
る
）
と
を
総
合

す

る
か
ら
で
あ
り
、
嘱
累
品
は
ω
役
者
と
い
う
点
で
古
層
の
霊
山
会
と
新
層
の

q

虚
空
会
と
を
含
ん
で
そ
れ
ぞ
れ
総
合
す
る
」
と
あ
る
．

　

し
か
し
、
序
品
と
嘱
累
品
と
が
ω
②
捌
な
ど
の
諸
点
に
お
い
て
二
つ
の
層
を

総
合
し
て
い
る
美
事
さ
は
、
一
古
経
に
そ
の
序
品
と
嘱
累
品
と
を
除
去
し
て
一

新
経
の
主
要
部
分
を
附
加
し
て
新
た
に
序
品
と
嘱
累
品
と
を
結
合
し
た
こ
と
を

示
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
二
つ
の
層
の
制
作
集
成
の
同
時
性
と
二
層
を
も
っ

て
l
経
を
構
想
す
る
智
巧
性
と
を
暗
示
す
る
、
と
見
る
方
が
自
然
で
は
な
か
ろ

う
か
。
巧
而
且
過
の
過
に
の
み
拘
泥
し
て
は
な
ら
な
い
．
、

　

な
お
教
菩
薩
法
を
古
層
の
法
華
法
門
に
、
仏
所
護
念
を
新
層
の
寿
量
品
に
対

配

す
る
の
は
、
一
見
し
て
合
理
で
は
あ
る
が
不
当
で
あ
る
。
教
菩
薩
法
と
仏
所

護
念
は

同
格
で
あ
り
、
新
古
の
何
れ
も
含
意
す
る
別
名
で
あ
る
、
と
見
る
べ
き

で

あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　
以

上
は
”
つ
の
ダ
ル
マ
・
パ
リ
ヤ
ー
ヤ
よ
り
な
る
相
依
一
体
性
を
示
す
右
の

図
式
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
か

く
し
て
一
対
相
依
関
係
を
表
示
し
う
る
右
の
図
式
は
、
法
華
経
集
成
の
基

本
的
構
想
の
根
本
構
造
を
明
示
し
て
、
構
想
の
根
本
原
理
の
何
か
あ
り
う
る
こ

と
を
示
唆
す
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
奉
献
塔
の
縁
起
法
頒
（
1
1
法
舎
利
1
1
法
身
偶
）

　
塚
本
啓
祥
博
十
は
、
奉
献
塔
と
縁
起
法
頒
（
－
－
法
身
偶
）

い

て

説
述
さ
れ
て
い
る
。
要
約
す
る
と
、
左
の
如
し
U

銘
刻
の
流
行
に
つ



　

後
世
に
お
け
る
法
身
観
の
発
達
と
縁
起
法
頒
銘
刻
の
流
行
は
仏
像
彫
刻
の
発

生
に

伴
っ
て
支
提
堂
に
お
け
る
塔
の
前
面
へ
の
仏
像
彫
刻
、
次
い
で
支
提
堂
に

お
け
る
塔
の
消
滅
と
壁
面
に
対
す
る
塑
像
の
発
生
、
さ
ら
に
支
提
堂
に
お
け
る

仏
像
の
安
置
、
と
い
う
建
築
上
の
変
遷
と
も
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
．

　
次

に
、
法
華
経
に
現
わ
れ
る
宝
塔
に
は
、
法
華
経
の
仏
身
観
が
象
徴
的
に
表

現

さ
れ
る
が
、
そ
の
構
造
に
は
、
比
較
的
低
い
基
壇
を
も
つ
覆
鉢
状
の
塔
か
ら
、

筒
状
に
延
長
さ
れ
た
基
壇
を
も
ち
、
覆
鉢
が
基
壇
の
中
に
沈
む
傾
向
を
示
す
ク

シ
ャ
ー
ナ
時
代
以
降
の
建
築
上
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
反
映
し
て
い
る
。

　
サ

－
ル
ナ
ー
ト
の
奉
献
塔
で
出
±
し
た
仏
陀
の
生
涯
の
場
面
を
表
現
す
る
石

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

板
の
裏

に
、
縁
起
法
頒
が
銘
刻
さ
れ
て
い
る
（
サ
ー
ル
ナ
－
ト
石
板
銘
文
）
。

縁
起
法
頒
は
1
・
1
－
四
世
紀
の
ブ
ラ
ー
フ
ミ
ー
文
字
で
記
さ
れ
、
i
l
．
：
語
は
、
，
語
の

梵
語
形
を
含
む
パ
ー
リ
語
で
銘
刻
さ
れ
て
い
る
。
諸
法
（
存
在
す
る
も
の
）
は

因

（
な
る
縁
）
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
そ
の
因
（
な
る
縁
）
に
つ
い
て
如
来
は
説

か

れ

た
。
そ
し
て
そ
の
滅
も
ま
た
、
偉
大
な
沙
門
は
こ
の
よ
う
に
示
し
た
、
と
。

こ
れ
と
同
文
を
銘
刻
し
た
碑
銘
を
他
に
一
六
六
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
シ
ャ
コ
ー
リ
（
ス
ワ
ー
ト
）
出
土
石
刻
銘
文
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
縁

起

法
頒
と
異
な
っ
て
、
あ
あ
、
諸
行
は
無
常
で
あ
る
。
生
滅
の
法
よ
り
な
る
。

生

じ
て
は
滅
す
る
。
そ
れ
ら
の
寂
静
は
安
楽
で
あ
る
、
と
銘
刻
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
漢
訳
で
一
般
に
諸
行
無
常
　
是
生
滅
法
　
生
滅
滅
已
　
寂
滅
為
楽
と
記

さ
れ
る
の
に
当
る
．
、

　
縁
起

法
頒
の
銘
刻
は
、
グ
プ
タ
以
前
で
は
一
例
に
す
ぎ
な
い
が
、
グ
プ
タ
期

法
“
準
経
集
成
の
根
L
不
原
理
〔
伊
砧
ご

以

降
、
そ
の
数
が
増
大
し
て
い
る
。
義
浄
は
『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
（
大
正
五

四

二
．
．
．
六
下
）
に
お
い
て
、
仏
塔
に
身
舎
利
（
大
師
の
身
骨
）
と
法
舎
利

（縁
起
法

頒
）
を
奉
安
し
た
．
．
種
を
区
別
し
て
い
る
。
前
者
は
い
わ
ゆ
る
仏
舎

利
塔
で
あ
り
、
後
者
は
経
巻
を
安
置
し
た
奉
献
塔
に
当
る
。

　

そ
の
縁
起
法
頒
と
は
、
義
浄
に
よ
れ
ば
、
諸
法
は
縁
に
従
っ
て
起
こ
る
’
如

　
　
　
そ
れ
ら

来
は
是
の
（
1
1
諸
法
の
）
因
（
な
る
縁
ー
縁
起
）
を
説
く
。
彼
の
法
は
縁
に
因
っ

　
つ

て

尽
く
、
是
れ
大
沙
門
の
説
な
り
、
と
な
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
初
期
仏
教
に
お
い
て
、
在
家
信
者
に
よ
っ
て
崇
拝
さ
れ
た

仏
舎
利
塔
の
建
立
・
供
養
は
、
そ
の
流
行
と
と
も
に
や
が
て
僧
院
内
に
も
導
入

さ
れ
た
が
、
法
身
観
の
発
達
に
伴
っ
て
、
法
舎
利
塔
の
建
立
・
供
養
も
行
な
わ

れ

た
こ
と
が
推
定
さ
れ
う
る
。

　
筆
者
は
、
右
記
の
中
、
後
世
の
銘
刻
に
お
け
る
縁
起
法
煩
の
流
行
が
指
摘
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
た
点
に
着
目
し
た
い
。
こ
と
に
仏
陀
の
生
涯
の
場
面
を
表
現
す
る
サ
ー
ル
ナ
－

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ト
の
石
板
の
裏
に
縁
起
法
頒
が
銘
刻
さ
れ
て
い
る
点
を
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
原
文
に
は
y
e
　
d
h
a
r
m
t
－
i
　
h
e
t
u
p
r
a
b
h
a
v
a
　
h
e
t
i
／
i
　
t
e
＄
a
－
　
i
p
　
h
y
　
a
v
a
d
a
［
t
］

te
sa
m
“
　
y
o
　
n
i
r
o
d
d
h
o
三
　
e
v
a
i
p
v
t
－
i
d
i
　
m
a
h
t
－
i
S
r
a
m
a
i
p
a
h
と
あ
る
c
］

　
縁
起
法
頒
は
原
始
仏
典
（
さ
ミ
忘
゜
L
　
p
p
°
4
0
1
　
4
1
）
で
は
ア
ッ
サ
ジ
比
丘

の

唱
え
た
詩
句
で
、
こ
れ
に
よ
り
舎
利
弗
は
目
を
開
い
た
と
い
・
㌃
縁
起
法

頒

は
縁
起
（
1
1
縁
生
）
偶
と
も
い
う
○
仏
教
の
根
本
義
で
あ
る
苦
集
滅
の
二

諦

（
す

な
わ
ち
苦
の
生
・
滅
の
道
理
）
－
‘
法
身
の
舎
利
を
説
く
か
ら
法
身
（
舎

利
）
偶
と
も
い
う
。
縁
起
は
甚
深
法
（
ぴ
q
㏄
旦
）
巨
「
午
穿
零
∋
㏄
）
で
あ
り
四
聖

力



　
　
　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
第
．
．
：
－
　
Z
　
：
L
h
　
）

諦
は
最
勝
説
法
（
ω
鋤
ヨ
巳
合
日
☆
ひ
芸
鋤
〔
l
h
c
f
t
M
m
a
み
τ
゜
⊂
o
コ
翻
）
で
あ
る
こ
と
が
想

起
さ
れ
よ
う
．
．

　

し
か
も
浬
繋
経
に
仏
法
の
大
綱
と
し
て
説
か
れ
る
雪
山
偶
（
1
1
諸
行
無
常

偶
）
に
〉
巨
つ
3
＜
箕
o
°
。
O
≧
合
巴
鋤
已
三
あ
ユ
ロ
ー
ベ
a
y
．
　
a
－
d
h
a
n
i
n
i
i
n
o
，
U
p
p
a
j
j
i
t
之
均

n
i
r
u
j
j
h
a
n
t
i
，
　
t
．
e
s
a
日
］
　
v
口
p
a
s
a
i
n
o
　
s
u
k
h
o
’
t
i
°
　
（
D
i
．
q
l
i
a
－
n
i
k
d
y
a
．
　
I
I
，
　
p
°
1
5
7
）

実
に

諸
行
は

無
常
な
り
、
生
と
滅
と
を
そ
の
本
質
と
す
る
も
の
な
り
．
．
生
じ
て

は

滅
す

る
も
の
な
り
，
、
こ
れ
が
寂
静
は
安
楽
な
り
。
（
諸
行
無
常
　
是
生
滅
法

　
生

滅
滅
巳
　
寂
滅
為
楽
）
と
あ
る
の
に
、
意
義
上
、
照
合
す
る
。

　

な
お
方
便
品
の
第
六
卜
八
行
道
偶
前
半
と
寿
量
品
の
第
三
常
住
此
処
偶
も
ま

た
同
義
異
偶
と
看
倣
し
う
る
か
ら
比
較
対
照
を
要
す
る
．
、

四
、
縁
起
の
法
と
如
来
の
生
・
滅

　

こ
の
生
・
滅
の
道
理
と
し
て
の
縁
起
の
法
と
如
来
の
出
・
現
於
世
と
（
方
便
）

現

浬
繋
と
が
、
論
理
の
必
然
と
し
て
、
奇
し
く
も
照
合
す
る
．
、

　

こ
の
点
に
お
い
て
、
筆
者
は
、
左
の
如
く
思
索
し
推
考
（
デ
ン
ケ
ン
）
す
る
。

す

な
わ
ち
構
造
機
能
分
析
（
誓
＝
弓
ご
鯵
＝
？
u
n
c
t
i
o
n
a
l
　
A
n
a
l
y
s
i
s
）
を
な
す

と
、
左
の
如
v
な
る
．
．

　
ω
　
諸

法
（
1
1
苦
）
は
（
因
な
る
）
縁
（
に
よ
っ
て
）
生
（
じ
；
順
観

　
　
a
n
u
l
o
m
a
－
p
r
a
t
r
　
a
v
e
k
．
s
a
n
a
　
T
流
転
門
）
（
因
な
る
）
縁
（
に
よ
っ
て
）

　
　
滅

（
す

る
も
の
目
逆
観
℃
】
・
撃
｛
言
己
苧
竺
目
還
滅
門
）
で
あ
る
。

　
　
原
文
の
生
・
滅
の
因
（
古
㊦
［
口
　
〔
否
ω
◎
ゴ
P
）
の
因
　
（
h
e
t
u
）
は
縁
起
を
指

　
称
す
る
、
と
も
解
釈
で
き
る
。

②
　
諸
法
（
1
1
諸
行
）
は
生
・
滅
の
V
｝
．
｛
．
　
（
u
p
p
a
d
a
－
v
a
y
a
－
d
h
a
m
m
i
n
＝
－
－
l

　
と
滅
と
を
本
質
と
す
る
も
の
）
で
あ
る
。

③
　

こ
の
生
滅
の
（
法
の
）
y
t
2
　
s
w
　
t
1
　
a
s
起
　
（
p
r
a
t
i
t
y
a
s
a
m
u
t
p
A
d
a
）
と

　
称
さ
れ
る
．
。

国

　
そ

れ

は

偏

所

説

の

妙

法
（
鶏
合
冨
巳
5
）
で
あ
る
か
ら
法
身

　
（
⌒
亭
o
号
∋
酔
忍
ぺ
o
・
舎
利
）
と
も
称
さ
れ
よ
う
。

捌
　
こ
れ
（
1
1
因
な
る
縁
に
よ
る
生
と
因
な
る
縁
に
よ
る
滅
1
1
生
滅
の
法
の

　
道
理
　
法
身
）
す
な
わ
ち
生
滅
の
（
法
の
）
道
理
を
仏
陀
の
生
涯
に
対
配

　
す

る
と
、
如
来
の
生
1
1
出
現
（
1
1
成
覚
出
‘
世
筈
三
8
旦
三
〔
六
一
｝
5
1
1

　
出
＝
現
於
世
三
6
已
ε
o
ユ
き
宕
）
と
如
来
の
滅
＝
入
滅
　
（
1
当
L
入
浬

　
藥
1
1
入
於
浬
磐
℃
巴
．
［
己
ヲ
く
助
ロ
①
）
の
－
E
E
I
s
s
　
（
　
［
的
p
r
a
y
o
j
a
n
a
）

　
は

何
か
と
い
う
設
問
に
な
り
う
る
。

⑥
　
法

華
経
は
、
如
来
の
生
＝
出
現
於
世
1
1
成
覚
出
世
の
目
的
は
何
か
を
方

　
便
品
の

主
題

と
な
し
て
十
如
（
　
五
何
）
実
相
・
四
仏
知
見
を
説
い
て
、

　
三
乗
の
s
s
l
－
k
　
（
t
r
i
－
y
a
n
a
－
n
i
r
d
e
S
a
）
を
善
巧
方
便
（
ξ
鋤
養
－
言
已
鐙
‖

　
l
y
a
）
な
り
と
明
し
、
真
実
と
し
て
一
乗
を
示
し
、
如
来
の
滅
－
　
e
m
入
浬

　
繋
1
1
入
於
浬
繋
の
意
義
は
何
か
を
寿
量
品
の
主
題
と
な
し
て
久
成
を
明
し

　

て
、
も
っ
て
伽
耶
近
成
の
生
滅
の
如
来
が
方
便
垂
　
で
あ
り
、
（
文
上
随

　
他

意
の
）
久
遠
実
成
（
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
文
底
随
自
意
）
の
常
住
不
滅



　
（
s
a
d
a
s
t
h
i
t
a
　
a
p
a
r
i
n
i
r
v
r
t
a
）
　
g
如
来
が
真
実
本
地
で
あ
る
こ
と
を
解

　
答
と
す
る
。

　
　
方
便
，
現
」
浬
繋
．
（
‖
当
L
入
浬
磐
製
日
9
0
江
℃
三
日
口
惹
】
届
己

　
ぐ
y
a
h
a
r
a
t
i
な
ど
と
方
便
説
r
法
ぐ
註
餌
∋
▽
ξ
婁
①
己
し
て
浬
藥
地
を
示

　
現
す

る
n
i
r
ぐ
a
n
a
m
　
e
’
u
p
a
d
a
r
S
a
y
f
i
m
i
）
と
あ
る
を
思
う
べ
し
。

E
　
し
か
も
方
便
・
寿
量
の
二
品
は
共
に
善
巧
方
便
（
u
p
a
y
a
－
k
a
u
S
a
l
y
．
　
a
）

　
を
基
軸
用
語
と
し
、
令
衆
生
入
仏
知
見
道
を
唯
一
の
合
目
的
々
作
用

　
（
e
k
a
－
p
r
a
y
o
j
a
n
a
＝
　
1
大
事
因
縁
・
一
誼
）
と
し
随
宜
所
説
意
趣

　
（
s
a
ヨ
d
h
a
－
b
h
a
＄
y
a
）
を
根
本
概
念
（
合
①
○
巨
】
己
ご
㊦
σ
q
】
、
ミ
）
と
す
る
。

　
し
か
も
如
来
神
力
品
は
の
①
日
ユ
｝
莇
‘
b
h
5
s
y
a
を
釈
名
（
巳
巨
オ
ご
語
義
解

　
釈
）
し
て
、
そ
の
ω
o
日
匹
｝
忌
－
N
　
a
n
u
s
a
r
p
d
h
i
　
（
因
縁
・
次
第
・
所
帰
）

　
に

し
て
s
a
t
r
a
r
p
a
…
b
h
u
t
a
　
a
r
t
h
a
　
（
諸
経
の
真
実
義
）
な
り
と
す
る
。

　
　
す

な
わ
ち
方
便
・
寿
量
・
神
力
の
三
品
は
必
然
的
（
に
し
て
内
的
な
）

　
結
合
関
係
に
あ
る
。

⑧
　
か
く
し
て
二
乗
を
示
す
）
方
便
・
二
仏
を
明
す
）
寿
量
の
二
品
が

　
”
l
m
a
　
（
＝
g
a
m
b
h
i
r
a
－
d
h
a
r
m
a
な
る
縁
起
）
の
道
理
に
よ
せ
て
説
か
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　

そ
れ
を
対
応
原
理
と
し
て
l
対
不
可
分
の
相
w
関
係
　
（
生
滅
即
常
住
1
1
を

　
示
す

関
係
）
に
あ
る
こ
と
を
知
る
。

⑨
　
こ
の
法
華
経
の
方
便
・
寿
量
の
二
品
相
依
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
そ
の
発

　
想

の

起

因
が
「
（
仏
陀
は
何
故
に
世
に
出
現
し
何
故
に
入
滅
す
る
の
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　

要
約
さ
れ
る
）
仏
陀
の
生
涯
」
の
場
面
を
表
現
す
る
石
板
裏
面
に
銘
刻
さ

　
　
　
　
　
法
華
経
集
成
の
根
本
原
理
（
伊
藤
〕

　
　
れ

る
に
い
た
っ
た
縁
起
法
頒
（
1
1
法
身
舎
利
偶
）
に
あ
る
と
推
定
し
、
原

　
　
拠
が

法
頒
に

お

け
る
生
滅
の
道
理
に
あ
る
、
と
推
求
す
る
こ
と
を
要
請
す

　
　
る
で
あ
ろ
う
。

　
皿

　
す

な
わ
ち
法
華
経
は
、
仏
伝
に
お
け
る
釈
尊
の
生
滅
の
意
義
を
（
無
常
）

　
ー
、
、

　
　
縁
起

（
‖
法
性
）
の
見
地
か
ら
常
住
を
示
す
も
の
な
り
、
と
開
顕
し
た
の

　
　

で
あ
る
．
、

　
塚
本
博
士
説
⑮
ω
の
「
久
遠
実
成
の
本
仏
（
一
真
実
1
1
無
始
無
終
の
法
身
1
1

本
地
）
と
伽
耶
近
成
の
釈
尊
（
1
1
方
便
U
有
始
有
終
の
応
身
1
1
垂
　
）
と
は
、

異

な
っ
た
1
’
つ
の
存
在
と
1
’
つ
の
時
間
に
対
す
る
認
識
の
結
果
で
は
な
く
、
同

l
の
存
在
と
時
間
に
対
す
る
異
な
っ
た
立
場
か
ら
の
認
識
で
あ
り
、
究
極
に
お

い

て

仏

陀
の
認
識
（
真
諦
）
に
統
合
さ
れ
て
い
る
」
と
見
る
の
は
、
適
正
か
つ

高
度
な
洞
察
に
よ
る
所
見
で
あ
る
。

　

な
お
私
見
に
よ
れ
ば
、
異
な
っ
た
立
場
と
は
、
天
・
人
・
阿
修
羅
を
含
む
世

go

　
（
s
a
－
d
e
v
a
－
m
A
n
u
＄
i
i
s
u
r
a
　
l
o
k
a
）
　
g
所
知
（
°
・
o
日
盲
つ
さ
）
と
、
法
華
経

会
座
の
e
a
［
r
w
e
x
　
（
b
o
d
h
i
s
a
t
t
v
a
－
g
a
i
］
a
）
　
g
所
観
（
（
写
窃
冨
べ
苫
）
と
で
あ
り
、

世
間
の
所
知
対
象
が
伽
耶
近
成
で
あ
り
、
菩
薩
衆
の
所
観
対
象
が
久
遠
実
成

（
↓
常
住
不
滅
）
で
あ
る
。

　
か

く
し
て
法
華
経
の
主
題
の
一
つ
は
、
如
来
の
常
住
不
滅
（
°
。
o
〔
断
の
け
三
9

a
p
a
ri

n
i
r
v
r
t
a
）
　
’
常
住
此
説
法
（
h
仏
陀
の
常
住
）
・
我
浄
土
不
殿
（
‖
仏
土

の

常
住
）
を
信
解
し
信
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
浄
業
（
巴
げ
｝
峯
六
〇
「
日
9
）

に

よ
っ
て
柔
和
質
直
（
ヨ
言
⊆
∋
曽
旨
く
巴
と
な
れ
る
心
（
ご
↑
巴
を
明
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ



法
華
文
化
研
究
（
第
．
1
四
口
竺

す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
知
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
法
華
教
学
の
教
相
に
よ
る
と
、
久
成
の
本
仏
は
常
住
不
滅
と
示
さ
れ
て

常
住
な
る
報
身
で
あ
り
、
報
身
（
智
）
の
所
証
（
す
な
わ
ち
実
の
如
く
知
見
す

る
三
界
の
相
）
が
常
住
な
る
法
身
で
あ
り
、
久
成
の
所
知
・
所
顕
は
い
わ
ゆ
る

法

身
す
な
わ
ち
素
法
身
で
も
単
法
身
で
も
な
く
、
r
所
作
の
仏
事
未
だ
曾
て
暫

V
も
廃
せ
ず
」
と
示
さ
れ
る
常
住
な
る
応
身
を
も
統
↓
し
て
（
実
在
す
る
己
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん
こ
く
ほ
っ
し
ん

の

釈

尊
）
、
常
住
三
身
・
無
始
の
古
仏
で
あ
る
本
極
法
身
（
介
此
土
有
縁
深
厚

本
有
無
作
三
身
の
教
主
釈
尊
U
当
位
即
妙
本
有
不
改
の
当
体
蓮
華
仏
）
で
あ
る
、

と
い
う
。

　
か

く
し
て
法
華
教
学
の
究
尭
す
る
と
こ
ろ
は
、
如
来
秘
密
神
通
之
力

（
m
a
m
A
d
h
i
＄
t
h
巴
n
a
－
b
a
l
l
f
i
d
h
a
n
a
）
と
常
住
．
．
一
身
の
法
門
（
」
5
巴
、
己
o
－

n
i
u
k
h
a
）
と
の
内
的
関
係
を
示
す
教
相
に
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。

五
、

方
便
寿
量
二
品
の
一
対
相
依
関
係

　
　
　
　
　
　

と
如
来
神
力
品
の
語
義
解
釈

　

さ
ら
に
多
少
、
検
考
し
よ
う
。

　
i
t
力
D
g
の
　
s
a
r
p
d
h
a
－
b
h
a
＄
y
a
　
g
a
s
t
〉
P
　
（
s
a
m
d
h
a
y
a
　
y
a
m
　
b
h
a
s
i
t
u
）
　
S

〉
〈
H
l
i
　
（
s
a
日
d
h
2
＝
a
n
u
s
a
m
d
h
i
l
s
a
t
r
A
i
］
a
　
b
h
L
－
i
t
a
　
a
r
t
h
a
を
知
る
p
r
a
’

、
百

巴
は
、
神
力
品
に
先
行
す
る
諸
口
㎜
に
お
け
る
s
a
m
d
h
f
i
－
b
h
A
＄
y
a
　
g

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

s
a
m
d
h
a
　
S
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
指
す
．
、
す
な
わ
ち
方
便
品
の
「
切
p
目
工
庁
甲

b
h
f
i
s
y
a
　
（
随
宜
所
説
意
趣
）
を
識
別
（
＜
一
－
、
百
助
）
し
て
、
そ
の
一
乗
た
る

ノ＼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

S
a
d
d
h
a
r
m
a
を
聞
’
信
す
る
な
ら
、
声
聞
・
独
覚
と
い
え
ど
も
、
菩
薩
な
の

で

あ
り
、
成
仏
す
る
で
あ
ろ
う
」
（
声
聞
↓
菩
薩
ー
成
仏
）
と
い
う
帰
結
と
、

　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

寿
量
品
・
分
別
功
徳
品
の
訂
p
己
合
旬
三
局
乏
㏄
を
深
心
も
て
聴
聞
し
受
持
し

て
、
そ
の
意
趣
で
あ
る
不
可
思
議
（
a
c
；
t
y
a
）
な
る
寿
命
無
量
（
〔
芭
〇
三
日
〔
．
‖

Ay
u
．
s
－
p
r
E
l
n
l
t
－
）
r
p
a
）
た
る
S
a
d
d
h
a
r
m
a
を
識
別
し
信
解
す
る
な
ら
、
仏
智
を

成
就
す
る
べ
き
福
徳
の
R
H
用
　
（
p
u
r
p
y
a
b
h
i
s
a
m
s
k
t
M
i
r
a
）
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
」

（
善
男
子
・
善
女
人
・
菩
薩
↓
成
仏
）
と
い
う
帰
結
と
を
予
想
し
承
受
し
て
い

る
と
理
解
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
理
念
の
体
系
が
完
結
し

う
る
、
と
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
る
文
脈
の
中
に
位
置
す
る
。

　
要
す
る
に
σ
ゴ
ロ
冨
①
「
↓
ゴ
o
と
は
S
a
d
d
h
a
r
m
a
　
S
〈
：
意
す
る
一
乗
・
久
成
（
n

常
住
）
な
ど
を
指
称
す
る
。

　
方

便
・
寿
量
の
二
品
に
お
け
る
共
通
項
を
要
約
す
る
と
、
法
華
菩
薩
道
の
根

本
は
、
著
相
（
l
l
i
m
i
t
t
a
－
s
a
n
l
j
l
－
I
A
）
す
る
こ
と
な
く
深
心
（
鯵
島
芸
鋤
鐙
く
㏄
）
を

＋
5
）
　
0
　
V
；
H
｛
E
［
　
（
d
h
a
r
m
a
－
p
a
r
y
a
y
a
）
を
聴
聞
（
「
9
、
巳
し
て
、
S
a
日
d
h
a
－

bhA
＄y
a
　
z
随
宜
所
説
（
三
乗
・
近
成
）
・
意
趣
（
一
乗
・
久
成
）
を
識
f
f
　
（
v
i
－

へ－

盲
餌
）
し
て
疑
（
汀
己
（
留
）
を
去
り
、
意
趣
（
s
a
m
d
h
F
i
）
で
あ
る
衆
生
を

仏
知
見
へ
の
道
に
入
ら
し
め
　
“
〈
P
　
S
a
d
d
h
a
r
m
a
T
　
1
乗
・
久
成
（
1
1
常
住
）
を

信
解
（
s
”
r
a
d
－
V
－
d
h
a
，
　
a
d
h
i
‘
へ
　
m
u
c
）
し
受
持
（
鋼
巳
萄
毒
）
す
る
こ
と
に
あ

る
、
と
知
ら
れ
る
．
。

　
今
経
に
お
け
る
根
本
的
に
し
て
不
可
分
な
る
対
応
性
が
、
第
、
類
の
方
便
品

に

お
け
る
O
た
w
三
巳
｝
ピ
〔
ヨ
0
1
1
0
力
①
日
⊆
ご
鋤
吉
古
留
ピ
o
ド
つ
岸
o
プ
［
己
三
匡
豪
鋤
コ
①
と
、



第
二
類
の
寿
量
品
に
お
け
る
S
a
d
d
h
a
r
m
a
＝
S
a
m
d
h
f
i
b
h
A
＄
y
a
＝
t
a
t
h
a
g
a
－

t’

ayu
＄
－
p
r
a
m
a
r
p
a
　
＝
＝
　
s
a
d
a
　
s
t
h
i
t
a
　
a
p
a
r
i
n
i
r
v
r
t
a
l
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
底
礎

す

る
も
の
と
し
て
神
力
品
に
お
け
る
O
Φ
ヨ
穿
甲
σ
コ
ぼ
く
③
の
語
義
解
釈

（
＝
n
i
r
u
k
t
i
釈
名
）
－
V
　
S
a
d
d
h
a
r
m
a
た
る
四
句
要
法
が
看
取
さ
れ
る
。

六
、
縁
起
法
頒
と
順
逆
二
観
と
大
悲
随
順
観
・
常
住
不
滅

　

こ
こ
で
は
縁
起
法
頒
と
如
来
の
生
滅
・
常
住
不
滅
と
を
縁
起
の
順
逆
二
観
を

も
っ
て
分
析
し
て
み
よ
う
。

　
す
な
わ
ち
『
十
地
．
n
j
＄
．
　
（
A
r
y
a
d
a
S
a
b
h
u
－
m
i
＝
v
y
a
k
h
y
a
n
a
）
』
に
お
け
る

縁

起
観
を
も
っ
て
配
釈
す
る
と
、
如
来
の
出
現
（
1
1
生
）
は
縁
起
の
↓
切
相
智

（
R
f
f
g
y
　
（
r
n
a
m
　
p
a
　
t
h
a
m
s
　
c
a
d
　
y
o
f
i
s
　
s
u
　
r
t
o
g
　
p
a
＝
g
r
　
a
x
　
a
n
u
l
o
r
n
a
－

pr
a
ty
a
v
e
k
＄a
na
－
流
転
門
｝
≒
g
言
三
－
ヨ
已
オ
｝
田
）
に
、
如
来
の
入
滅
は
厭
離

有
為
観
（
1
1
逆
観
葺
巴
二
〇
∋
p
－
戸
1
1
m
p
滅
E
：
　
n
i
v
r
t
t
i
－
m
u
k
h
a
）
に
、
そ
れ

ぞ

れ
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
如
来
の
生
・
滅
を
方
便
（
u
p
a
y
a
）
と
し
如
来
の
（
生
・
滅
＝
）
不

生
不
滅

（
1
1
生
滅
滅
已
）
（
1
1
一
乗
・
］
仏
）
　
＝
常
住
不
滅
（
8
合
菩
三
S

a
pa
ri

n
i
r
v
r
t
a
1
寂
滅
為
楽
）
を
真
実
（
－
S
a
d
d
h
a
r
m
a
妙
法
）
と
見
る
の

は
、
大
悲
随
順
観
（
巴
巳
ユ
つ
巳
芦
…
こ
＃
一
ロ
嘉
「
ぺ
o
曇
c
。
F
＝
－
t
o
g
　
p
a
　
＝
順
逆

和
合
観
？
）
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
応
身
な
る
伽
耶
p
s
2
成
　
（
－
k
：
－
現
於
世
）
の
釈
尊
、
そ
の
本
地
と
し
て
の
報

　
　
　
　
　
　
法
華
経
集
成
の
根
本
原
理
〔
伊
藤
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ

身
な
る
久
遠
実
成
（
1
1
方
便
現
浬
葉
こ
の
釈
尊
、
そ
の
生
・
滅
は
即
、
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
τ
　
　
ま
三

生
・
不
滅
（
1
1
而
実
不
滅
度
）
の
法
身
な
る
縁
起
法
性
で
あ
る
、
と
観
察

（p
ra
ty
a
v
ek
s
f
i
c
　
r
p
a
）
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
は
、
伽
耶
近
成
が
世
間
の
知
る
と
こ
ろ
に
対
し
て
、
菩
薩
g
K
　
（
b
o
d
h
i
．
．

s
a
ttv
a
－
g
q
a
n
a
）
　
S
所
観
（
今
塁
冨
べ
y
a
＝
h
u
d
d
h
a
－
d
a
r
S
a
n
a
）
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
応
身
‖
報
身
と
一
体
と
な
れ
る
法
身
と
し
て
の
常
住
（
不
滅
）
は
、

し
た
が
っ
て
三
身
即
↓
常
住
で
あ
り
、
久
成
の
報
身
を
正
意
と
す
る
。
よ
っ
て
、

単
法
身
・
素
法
身
で
は
な
く
し
て
、
論
理
の
帰
結
と
し
て
、
本
極
法
身
と
も
な

る
で
あ
ろ
う
。

七
、
方
便
品
の
長
行
と
寿
量
品
の
常
住
此
処
偏

　
次
に

法
華
経
の
要
文
の
中
、
縁
起
の
順
逆
二
観
を
観
点
と
し
て
、
照
合
が
可

能

と
な
る
、
方
便
品
の
長
行
と
寿
量
品
の
常
住
此
処
掲
を
摘
出
し
て
、
二
品
一

対
の
可
能
性
を
傍
証
し
よ
う
。

　
方
便
品
の
長
行
に
コ
5
　
何
故
か
と
い
う
に
、
如
来
応
供
正
等
覚
者
（
す
な

わ

ち
わ
れ
）
は
如
来
の
知
見
を
開
く
者
…
…
如
来
の
知
見
を
示
す
者
…
…
如
来

の

知

見
に
入
ら
し
め
る
者
…
…
如
来
の
知
見
を
悟
ら
し
め
る
者
…
…
如
来
の
知

見
へ
の
道
に
入
ら
し
め
る
者
で
あ
る
（
〔
妙
L
但
教
－
化
菩
薩
。
諸
有
所
作
一

常
為
一
事
。
唯
以
仏
之
知
見
示
悟
衆
生
、
「
正
〕
以
無
極
慧
而
造
大

業
。
猶
一
空
慧
。
以
無
蓋
哀
興
出
干
世
。
如
仏
所
行
。
所
化
利
誼
亦



　
　
　
　
　
法
”
Ψ
文
化
研
究
二
4
ー
．
．
卜
四
引
2

復
如
．
，
是
。
而
為
説
法
。
教
諸
菩
薩
現
真
諦
慧
、
．
以
仏
聖
明
而
分
．
別

之
）
（
か
ら
）
、
諸
衆
生
を
し
て
如
来
の
知
見
を
開
か
し
め
る
…
…
如
来
の
知

見
を
示
す
…
…
如
来
の
知
見
に
入
ら
し
め
る
…
…
如
来
の
知
見
を
悟
ら
し
め

る
…
…
如
来
の
知
見
へ
の
道
に
入
ら
し
め
る
…
…
（
［
妙
」
欲
‘
令
衆
生
開
仏

知
見
一
使
ン
得
・
清
浄
－
故
出
－
現
於
世
．
、
欲
　
’
t
示
衆
生
仏
之
知
見
故
出
・
現
於

世
一
。
t
a
　
’
t
令
衆
生
悟
仏
知
見
故
出
・
現
於
世
。
欲
レ
令
三
衆
生
入
二
仏
知
見

道
　
故
出
二
現
於
世
　
、
〔
正
」
以
E
用
衆
生
望
相
果
応
勧
．
助
此
類
出
現
干

世
。
黎
元
望
想
希
－
求
仏
慧
出
・
現
干
世
。
蒸
庶
望
想
如
来
宝
慧
出
・
現
干

世
。
以
如
来
慧
覚
群
生
想
出
．
現
丁
世
。
示
・
梧
民
庶
八
正
由
路
使
L
除

望
想

出
現
十
世
）
（
と
い
う
）
一
の
作
事
・
一
の
作
用
’
大
な
る
作
事
・
大

な
る
作
用
（
と
い
う
唯
一
の
く
a
［
［
I
I
的
t
y
S
E
f
f
　
e
k
a
－
p
r
a
y
o
j
a
n
a
　
1
大
事
因
縁
・

一
誼
）
を
も
っ
て
世
に
出
現
す
る
か
ら
で
あ
る
（
つ
τ
㌣
言
．
ご
つ
9
…
e
k
a
－

ka
ra
n
l
y
e
n
a
…
l
o
k
a
　
u
t
p
a
d
y
a
t
e
　
n
i
a
h
t
－
i
－
k
r
t
y
e
n
a
　
n
i
a
h
A
－
k
a
r
a
i
M
y
e
n
a

一
妙
」
以
一
二
大
事
因
縁
一
故
出
二
現
於
世
一
、
［
正
一
所
興
世
嵯
歎
一
事
為
大

示
現
皆
出
一
原
、
正
覚
所
副
ハ
悉
為
一
誼
）
。
6
わ
れ
は
実
に
は
一
乗

に

つ
い

て
衆
生
に

法

を
説
く
。
す
な
わ
ち
（
一
切
智
性
を
究
寛
と
す
る
）
仏
乗

（
に

つ

い

て

法
）
を
（
説
く
の
）
で
あ
る
（
つ
言
∋
（
ξ
ピ
さ
己
…
之
巴
日
∋

弩
〔
二
〕
ξ
o
°
・
p
こ
急
忌
目
エ
｝
さ
］
・
ヨ
o
目
牙
留
葛
∋
一
旨
ユ
三
ロ
日
ひ
巨
〔
芦
o
－

葛
奏
目
＼
コ
三
く
i
m
－
e
i
c
．
．
°
巳
誉
吉
日
£
ε
「
養
日
5
冥
習
。
己
s
a
m
v
i
d
y
．
　
a
t
e
／

〔
妙
一
如
来
但
以
　
一
仏
乗
故
為
衆
生
説
法
。
無
r
有
余
乗
若
一
．
若
三
、

〔
正
」
転
使
し
増
進
唯
大
覚
乗
。
無
有
一
．
乗
況
三
乗
乎
）
」
と
あ
る
。

　
ま
た
如
来
寿
量
品
の
長
行
に
コ
ー
2
一
如
来
は
か
く
も
久
遠
に
現
等
覚
し
た
の

で

あ
り
、
無
量
な
る
寿
命
を
も
ち
常
住
で
あ
り
、
般
氾
磐
す
る
こ
と
は
な
い
が
、

如
来
は
般
浬
繋
を
（
諸
衆
生
を
）
調
御
す
る
た
め
に
示
現
す
る
（
9
e
p
？

ci

r
f
i
b
h
i
s
a
i
p
b
u
d
d
h
o
　
’
p
a
r
i
m
i
t
’
a
y
u
s
－
p
r
a
m
a
o
a
s
　
t
a
t
h
a
g
a
t
a
b
　
s
a
d
f
i

sthi
ta
h／　
a
p
a
r
i
n
i
r
v
r
t
a
s
　
t
a
t
h
A
g
a
t
a
h
　
p
a
r
i
n
i
r
v
a
r
i
a
m
　
f
i
d
a
r
S
a
y
．
　
a
t
i

＜

巳
コ
婁
午
く
旨
攣
＼
［
妙
」
如
’
是
我
成
仏
巳
来
甚
大
久
遠
。
寿
命
無
量
阿
僧
祇

劫
常
住
不
レ
滅
、
［
正
一
現
這
得
r
仏
、
成
平
等
覚
巳
来
大
久
．
、
寿
命
無
量
常

　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

住

不
滅
度
）
。
」
と
あ
り
、
重
頒
に
「
②
　
わ
れ
は
多
く
の
菩
薩
を
勧
発
し

て
、
ま
さ
に
仏
の
智
に
安
住
せ
し
む
。
多
憶
那
由
他
の
衆
生
を
多
億
劫
に
わ
た
っ

て
、
わ
れ
は
成
熟
せ
し
む
（
L
妙
」
教
化
　
無
数
億
衆
生
　
令
レ
入
i
l
於
仏
道
　

　
爾
来
無
量
劫
、
［
正
一
勧
助
発
起
　
無
数
菩
薩
　
皆
建
・
立
之
　
於
仏
道

慧
　
無
数
億
劫
　
開
導
衆
生
　
億
千
核
数
　
不
可
思
議
）
」
と
あ
る
、
t

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
常
住
此
処
侶
に
「
θ
　
ま
た
わ
れ
は
衆
生
を
調
御
す
る
た
め
に
方
便
を
説
き
、

浬
薬
地

を
示
現
す
る
が
、
し
か
し
わ
れ
は
そ
の
時
に
は
浬
築
（
1
1
滅
度
）
せ
ず
、

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

実
に
は
い
ま
こ
こ
に
お
い
て
法
を
顕
説
す
る
（
巳
「
畠
】
遠
」
旨
g
∋
5
っ
．

u
pa
da
rS

a
y
A
m
i
　
v
i
n
a
y
i
n
’
t
h
a
　
s
a
t
t
v
f
i
n
a
　
v
a
d
．
i
m
r
　
u
p
A
y
．
　
a
m
／
　
n
a
　
c
a
“
p
i

三
署
鋤
ヨ
ペ
巳
三
狂
誓
山
∨
＝
｛
c
i
l
e
　
i
h
E
f
i
v
a
　
c
o
　
d
h
a
r
m
u
　
p
r
a
k
a
－
S
a
y
A
m
i
／
／
3
／
／

一
妙
一
為
レ
度
二
衆
生
一
故
方
便
現
二
浬
藥
｝
而
実
不
二
滅
度
一
常
住
レ
此
説
レ
法
、

［
正
一
而
為
示
現
　
立
十
滅
度
　
以
教
化
誼
　
導
・
利
衆
生
　
用
権
方

便
　
而
現
滅
度
　
故
為
衆
人
　
演
斯
法
典
）
」
と
あ
る
の
は
注
意
を

要
す
る
r
’



　
方
便
品
の
標
出
世
本
懐
の
文
に
説
く
如
来
の
出
二
現
於
世
一
は
縁
起
法
（
1
1
生

滅
の

道

理
）
頒
の
「
因
な
る
縁
よ
り
（
1
1
衆
生
を
し
て
仏
知
見
の
道
に
入
ら
し

め

ん

と
欲
す
る
が
故
に
）
生
ず
る
」
と
い
う
生
の
道
理
で
あ
る
順
観
に
相
当
す

る
。　

ま
た
寿
量
品
に
説
く
（
方
便
）
現
浬
繋
　
（
ー
入
二
於
浬
築
一
）
は
縁
起
法
頒

の

F因
な
る
縁
よ
り
（
日
衆
生
を
度
せ
ん
が
為
の
故
に
）
滅
す
る
」
と
い
う
滅

の

道
理
で

あ
る
逆
観
に
相
当
す
る
。

　

し
か
も
如
来
は
寿
命
無
量
…
常
住
不
滅
に
し
て
而
実
不
滅
度
一
常
住
此
説
法

で

あ
る
、
と
云
う
。
常
住
不
滅
と
は
別
言
す
る
と
不
生
不
滅
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。　

と
こ
ろ
で
諸
行
（
す
な
わ
ち
諸
法
）
は
、
生
・
滅
を
本
質
と
す
る
も
の

（
u
p
p
f
i
d
a
－
v
a
y
a
－
（
’
i
h
a
n
i
i
n
i
n
）
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
生
’
滅
（
已
℃
葛
ユ
？

v
a
y
a
）

と
い
う
の
は
、
「
生
ず
る
こ
と
な
く
滅
す
る
こ
と
の
な
い
、
い
わ
ゆ
る

－1

（
－
p
t
　
（
d
h
a
m
m
a
；
d
h
a
r
m
a
）
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
す

な
わ
ち
生
・
滅
と
い
う
事
実
は
生
滅
す
る
こ
と
の
な
い
真
実
（
1
ー
ダ
ル
マ
）

で

あ
る
、
と
知
ら
れ
る
。

　
そ

の

ダ
ル
マ
は
、
す
な
わ
ち
縁
起
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

八
、
方
便
品
の
行
道
偶
と
寿
量
品
の
長
行

更
に
照
合
の
可
能
と
な
る
方
便
品
の
行
道
偶
と
寿
量
品
の
長
行
と
を
摘
出
し

　
　
　
　
　
法
ぴ
甲
経
集
成
の
根
本
原
理
〔
伊
必
ご

て
、
二
品
一
対
の
可
能
性
を
傍
証
し
よ
う
。

　
方
便
品
の
行
道
偶
と
い
わ
れ
る
六
八
掲
に
「
こ
れ
ら
諸
法
は
常
に
滅
度
せ

る
も
の
で
あ
り
本
よ
り
寂
静
（
一
寂
滅
）
で
あ
る
（
［
妙
」
諸
法
従
二
本
来
一
常

自
寂
滅
相
、
〔
正
　
常
解
滅
度
令
一
切
法
皆
至
寂
然
）
と
、
わ
れ
は
説
く

（ca
　
b
h
A
s
a
m
y
　
a
h
u
　
n
i
t
y
a
－
n
i
r
v
r
t
a
　
a
d
i
－
p
r
a
S
a
n
t
a
　
i
m
i
　
s
a
r
v
a
－
d
h
a
r
m
a
b
，

iir
a
s
　

n
i
　
c
h
o
s
　
r
n
a
m
s
　
b
d
i
　
d
a
g
　
k
u
n
／
／
g
d
o
f
i
　
n
a
s
　
r
a
b
　
s
h
i
　
m
y
a
　
i
i
a
n
　
r
t
a
g

hda
s
　
b
S
a
d
）
」
と
あ
る
．
．
こ
れ
は
方
便
の
根
抵
に
あ
る
仏
陀
の
正
覚
の
真
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

性
を
示
す
。
そ
れ
故
に
証
法
た
る
工
言
ぺ
∋
午
゜
。
＜
鱒
江
習
午
∋
已
口
品
の
説
（
示

証
）
明
と
も
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
仏
陀
の
こ
の
証
法
を
根
抵
と
し
「
仏
子
は

行

を
成
じ
て
（
8
「
＜
倒
ヨ
．
．
．
p
口
r
i
y
a
　
b
u
d
d
h
a
－
p
u
t
r
o
．
～
s
p
y
o
d
　
p
a
　
k
u
n

i’

dso
g
s
　
n
a
s
　
L
妙
」
仏
子
行
レ
道
已
）
」
こ
の
証
法
を
得
る
か
ら
、
「
来
世
に
作

仏
す

る
こ
と
を
得
ん
（
o
S
7
Q
茸
o
．
〔
芦
く
餌
三
二
冨
o
ご
｝
田
く
［
望
〔
三
，
　
p
h
y
i
　
m
a
h
i

d
u
s
　
k
y
i
　
r
t
s
h
e
　
l
a
　
r
g
y
．
　
a
1
b
e
n
’
　
h
g
y
u
r
　
t
妙
〕
来
世
得
一
一
作
仏
一
、
t
正
〕
当
来

之
世

得
ン
成
最
勝
）
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
1
0
1
・
1
0
1
1
・
　
1
0
三
偏
に
左
の
如
く
あ
る
．
、

皿
　
か

れ
ら
は
多
千
億
の
法
門
を
未
来
世
に
顕
説
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
一
乗
を

　

示
し
つ
つ
如
来
性
に
お
い
て
法
を
説
く
。

　
d
h
a
r
m
a
－
m
u
k
h
．
f
t
－
　
k
o
t
i
－
s
a
h
a
s
r
l
a
n
e
k
e
，
　
p
r
a
k
A
S
a
y
i
＄
y
a
n
t
i
　
a
n
U
g
a
t
e

　
’
d
h
v
e
1

　
u
p
a
d
a
r
．
g
a
y
a
n
t
o
　
i
m
a
m
　
e
k
a
－
y
a
n
a
∋
，
　
v
a
k
＄
y
a
n
t
i
　
d
h
a
r
m
a
i
p
　
h
i

　
t
a
t
h
鋼
g
a
t
a
t
v
e
＝
1
0
1
＝
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四
り

　
c
h
o
s
　
s
g
o
　
b
y
e
　
b
a
　
s
t
o
f
i
　
p
h
r
a
g
　
d
u
　
m
a
　
d
a
g
　
／
／
　
m
a
　
h
o
h
s
　
d
u
s
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浄
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誼
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仏
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開
化
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足
尊

　

乃
分
別
道
　
故
暢
斯
教
　
一
乗
之
誼

剛
　
こ
の
世
間
に
あ
っ
て
常
住
に
し
で
不
動
な
る
法
住
（
い
常
住
な
る
法
の
必

U　
然
的
安
住
性
）
・
法
位
（
－
不
動
な
る
法
の
必
然
的
決
定
性
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を
、
（
す
な
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の
）
菩
提
を
地
上
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に
お
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も
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．
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法
位
「
世
間
相
常
住
　
於
道
場
知
巳
　
導
師
方
便
説

　
諸
法
定
意
　
志
懐
律
防
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処
干
世
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毎
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説
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方
便
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尊
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意
弘
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な
お
如
来
の
説
く
と
こ
ろ
諸
法
従
本
来
常
自
寂
滅
相
は
、
如
来
の
三
界
を
如

実

に

現
見
す
る
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．
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と
こ
ろ
と
し
て
、
寿
量
品
に
詳
細
に
「
如
来
は
三
界
を
、
生
ぜ
ず

死
せ

ず
、
退
せ
ず
出
で
ず
、
輪
廻
せ
ず
滅
度
せ
ず
、
真
実
な
ら
ず
非
真
実
（
1
1

虚

妄
）
な
ら
ず
、
有
（
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実
在
）
な
ら
ず
無
（
1
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虚
無
）
な
ら
ず
、
如
に
あ
ら



ず
異
に
あ
ら
ず
、
虚
偽
に
あ
ら
ず
非
虚
偽
（
‖
真
実
）
に
あ
ら
ず
、
と
如
実
に

現
見
す
る
。
如
来
は
諸
の
愚
人
凡
夫
が
見
る
如
く
に
は
↓
．
一
界
を
現
見
す
る
こ
と

は
な
い
か
ら
で
あ
る
．
、
如
来
は
こ
の
事
に
つ
い
て
現
証
す
る
と
い
う
本
質
的
属

性
を
具
え
忘
失
し
な
い
と
い
う
本
質
的
属
性
を
具
え
る
。
そ
こ
で
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来
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説
く

と
こ
ろ
の
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は
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べ
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で
あ
り
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虚
妄
な
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、
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偽
な
る
も
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で

な
い
。
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種
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門
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縁
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も
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説
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の
で
あ
る
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ま
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来
に
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て
作
さ
れ
る
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こ
と
を
な
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の
で
あ
る
。
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〕
如
来
．
。
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実
知
見
三
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之
相
。
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レ

有
二
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死
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退
若
出
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。
亦
無
二
在
世
及
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度
者
　
。
非
レ
実
非
レ
虚
非
レ
如
非
レ
異
。

不
如
三
界
見
於
三
界
。
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錯
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。
以
諸

衆
生
有
種
種
性
種
種
欲
種
種
行
種
種
憶
想
分
別
故
。
欲
’
令
生
諸
善
根
。

以

若

干
因
縁
警
喩
言
辞
種
種
説
’
法
。
所
作
仏
事
未
曾
暫
廃
、
〔
正
一
如
来

皆
見
　
一
切
三
界
。
随
其
化
現
亦
無
所
行
一
。
亦
復
不
生
亦
不
周
旋
。

亦
不
滅
度
不
レ
実
不
’
有
。
亦
不
本
無
一
不
し
知
不
〆
爾
。
亦
無
虚
実
亦
不

三

界
如
来
所
〆
行
不
〆
見
三
処
。
如
来
普
観
一
切
諸
法
。
在
‘
於
某
処

不
」
失
諸
法
・
。
一
切
所
説
至
誠
不
虚
。
衆
生
苦
悩
不
苛
称
限
・
。
行
若
干

種
志
性

各
異
。
思
想
諸
念
各
各
差
別
。
欲
㎡
令
衆
生
殖
衆
徳
本
一
。
故
為
分
別

説

若
干
法
一
。
又
如
来
所
当
作
一
皆
悉
作
乏
）
。
」
と
説
示
さ
れ
て
い
る
。

　

世
間
所
知
の
三
界
は
生
・
死
あ
り
退
・
出
あ
り
の
生
滅
の
相
で
あ
る
。
し
か

し
如
来
の
如
実
知
見
の
所
観
は
、
生
・
死
な
く
退
・
出
な
く
し
て
不
生
不
滅
の

法
華
経
集
成
の
根
本
原
理
（
伊
藤
　

相
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　

こ
の
中
、
三
界
（
之
相
）
は
行
道
偶
の
諸
法
に
照
合
し
て
順
観
に
相
当
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

無
有
生
死
若
退
若
出
…
非
実
非
虚
非
如
非
異
は
行
道
偶
の
従
本
来
常
自
寂
滅
相

に
照
合
し
て
逆
観
に
相
当
す
る
．
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

　
か

v
し
て
、
如
実
知
見
さ
れ
た
諸
法
従
本
来
常
自
寂
滅
相
は
大
悲
随
順
観
（
‖

順
逆
和
合
観
？
）
に
、
仏
子
行
道
巳
来
世
得
作
仏
は
厭
離
有
為
観
（
1
1
逆
観
還

滅
門
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
相
当
す
る
。

　
仏
種

従
㎡
縁
起
は
仏
子
行
道
巳
来
世
得
作
仏
の
根
拠
を
示
し
、
法
常
無
性

（
1
1
諸
法
本
浄
）
、
法
住
法
位
世
間
相
常
住
は
諸
法
従
本
来
常
自
寂
滅
相
の
意
義

を
明
す
、
と
看
倣
し
う
る
。

　
以
上

は
二
品
一
対
の
可
能
性
を
傍
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

九
、

「
生

死
1
大
事
血
脈
紗
』
等
に
見
る

　
　

生
滅
即
常
住
（
1
1
不
生
不
滅
）
の

論
理

　

と
こ
ろ
で
日
蓮
聖
人
の
著
と
さ
れ
る
『
生
死
一
大
事
血
脈
⑳
」
に
は
生
滅
即

常
住
（
1
1
生
滅
の
道
理
1
1
縁
起
1
1
法
性
）
に
照
合
す
る
論
理
が
明
示
さ
れ
て
い

る
。
左
の
如
し
。

　
　

御
状
委
細
令
披
見
一
候
畢
。
夫
生
死
一
大
事
血
脈
者
、
所
謂
妙
法
蓮
華

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
ニ

　
　
経
是

也
。
其
故
は
鐸
迦
多
賓
二
佛
實
塔
の
中
に
し
て
譲
上
行
菩
薩
一
給
、

　
　
此
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
過
去
遠
遠
劫
よ
り
已
來
寸
時
も
不
〆
離
血
脈
也
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
コ

　
　
妙
は

死
、
法
は
生
也
。
此
生
死
の
二
法
十
界
當
饅
也
o
又
此
云
當
髄
蓮



　
　
　
　
　
　
法
萢
文
化
研
究
二
4
1
．
卜
四
号
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
ハ

　
　
華
也
。
天
台
云
　
當
〉
知
依
正
因
果
悉
是
蓮
華
之
法
　
二
。
此
稗
に
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ナ
ル

　
　
正

と
云
は
生
死
也
。
生
死
有
レ
之
因
果
又
蓮
華
法
事
明
け
し
。
傳
教
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ノ

　
　
師
云
　
生
死
二
法
一
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用
　
有
無
二
道
本
貿
眞
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文
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・
陰
陽
・

　
　

日
月
・
五
星
・
地
獄
乃
至
佛
果
、
生
死
二
法
に
非
ず
と
云
こ
と
な
し
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滅
云
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も
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也
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繹
尊
と
皆
成
佛
道
の
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華
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と
我
等
衆
生
と
の
三
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無
一
一
差
別
一
解
て
、
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妙
法

蓮
華
経

と
唱
奉
る
虚
を
、
生
死
一
大
事
の
血
脈
と
は
云
也
。
此
事

　
　

但
日
蓮
が
弟
子
檀
那
等
の
肝
要
也
。
法
華
脛
を
持
と
は
是
也
。
所
詮
臨

　
　
終
只
今
に
あ
り
と
解
て
、
信
心
を
致
し
て
南
無
妙
法
蓮
華
純
と
唱
る
人
を
、

　
　

是
人
命
終
爲
千
佛
授
手
令
不
恐
怖
不
堕
悪
趣
と
説
れ
て
候
。
悦
哉
非

　

　
一
佛
二
佛
　
非
百
佛
二
百
佛
　
千
佛
來
迎
し
取
手
給
は
ん
事
、
歓

　
　
喜
の
感
涙
難
L
押
と
あ
る
。

　
す

な
わ
ち
右
の
文
中
、
「
生
死
（
の
二
法
）
」
即
「
十
界
の
）
I
体
　
（
－
当
体
蓮

華
）
」
、
F
生
死
（
の
二
法
）
即
一
心
（
の
妙
用
）
」
、
F
有
無
の
二
道
」
即
「
本
覚

の

真
徳
」
l
　
r
－
：
死
」
即
「
妙
法
蓮
華
経
（
の
生
死
）
」
、
r
起
滅
」
即
「
法
性

（
の

起
滅
）
」
、
「
生
死
（
の
二
法
）
」
即
「
釈
迦
多
宝
の
二
仏
」
は
、
い
ず
れ
も

F生
滅
」
即
「
常
住
」
、
「
生
滅
の
道
理
」
即
「
縁
起
の
法
（
1
1
法
性
）
」
の
論
理

に

照
合
し
類
通
す
る
。

　

ま
た
久
遠
実
成
の
釈
尊
は
逆
観
（
－
－
厭
離
有
為
観
）
に
、
我
等
衆
生
は
順
観

（

1
1
切
相
智
分
別
観
）
に
、
皆
成
仏
道
の
法
華
経
は
順
逆
和
合
観
（
1
1
大
悲

四

随
順
観
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
照
合
し
類
通
す
る
。
こ
れ
ら
は
分
析
判
断
（
o
づ
0
1
1

lyi
c
　j

u
dg
n
i
e
n
t
，
）
で
あ
る
．
．

　

し
か
ら
は
、
コ
ニ
ツ
全
く
、
差
別
無
シ
ト
解
て
、
妙
法
蓮
華
経
と
唱
へ
奉
る

処
を
生
死
一
大
事
の
血
脈
と
は
云
フ
也
」
と
は
、
総
く
U
判
断
　
（
s
y
．
　
n
t
h
e
t
i
c

ju
dg
n
i
e
n
t
）
で
あ
り
、
そ
の
実
践
哲
学
（
p
l
、
a
k
t
i
s
c
h
e
　
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
）
と

し
て
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
甚
深
な
る
も
の
（
σ
Q
，
p
∋
三
5
，
知
）
が
あ
る
、
と
云
え

よ
う
．
一

　
す

な
わ
ち
、
あ
る
も
の
が
現
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
（
つ
x
l
s
t
勺
n
つ
否
）

は
、
そ
の
も
の
の
概
念
（
句
s
s
e
n
c
勺
）
を
分
析
し
て
も
出
て
こ
な
い
．
、
理
論
理

性
（
】
三
弓
S
V
T
e
i
’
n
u
n
f
t
）
に
よ
る
分
析
判
断
て
あ
る
、
本
仏
の
概
念
か
ら
は
、

本
仏
の
存
在
は
引
き
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
の
云
う
実
践
理

＄ti

　
（
p
i
’
a
k
t
i
s
c
h
e
　
V
e
r
n
u
n
f
t
）
　
g
要
請
（
p
o
s
t
u
l
a
t
e
）
と
し
て
、
本
仏
へ
の

信
解
（
⑳
】
・
O
ユ
ユ
ロ
鋤
↓
江
ユ
｝
】
一
ゴ
亘
u
k
t
i
）
が
成
り
立
つ
、
総
合
判
断
と
し
て
の
道
徳

論
的
証
明
を
必
然
と
す
る
。

　

よ
っ
て
、
生
死
一
大
事
血
脈
と
は
、
ま
さ
し
く
実
践
理
性
と
し
て
の
道
徳
的

意
志
に

と
っ
て
本
仏
は
存
在
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
と
す
る
、
理
性
宗
教
の
道

徳
宗
教
へ
の
転
化
を
含
意
す
る
実
践
哲
学
の
樹
立
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
日
蓮
聖
人
講
説
に
し
て
口
興
ヒ
人
筆
録
と
さ
れ
る
『
御
義
U
伝
」
に
左

の

如
く
あ
る
。
こ
れ
も
生
滅
即
常
住
を
明
示
し
て
い
る
、

　
　

（
化
城
喩
品
）
御
義
U
傳
云
　
妙
法
化
城
ナ
レ
バ
ト
界
同
時
無
常
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
蓮
華
化
城
ナ
レ
バ
ト
界
三
千
開
落
也
。
常
住
無
常
倶
妙
法
蓮
華
経
全
鵠



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
ト
ペ

　
　
也
。
化
城
賓
所
生
死
本
有
也
。
生
死
本
有
饅
者
南
無
妙
法
蓮
華
経
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
レ
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　

　
　
稗
云
　
起
是
法
性
起
　
滅
是
法
性滅
・
、
。

　
　

（
壽
　
量
　
品
）
御
義
口
傳
云
　
壽
量
品
者
十
界
衆
生
本
命
也
。
此
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
　
ノ
　
ノ
　
ヲ
　
ト
ヒ
ノ

　
　
本
門
云
事
　
本
入
門
云
事
也
．
．
凡
夫
血
肉
色
心
本
有
談
　
故
本
門
云
也
、
．

　
　
此

重
不
室
始
畳
云
　
　
門
云
也
。
是
悟
本
貿
云
　
本
門
云
也
。
所
謂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
　
　

　
　
南
無

妙
法
蓮
華
経
　
一
切
衆
生
本
有
在
所
也
。
髪
以
経
我
實
成
佛
巳
來

　
　云

p
t
・
－
1
．
；
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　

（
分

　
別
　
品
）
御
義
口
傳
云
　
此
品
上
品
時
聞
本
地
無
作
三
身
如
來

　
　
ヲ
ニ
　
ニ
ン
モ
ナ
ノ
ヲ
ロ
　
　
ヲ
ず
　
　
ト
ハ

　
　
壽
一
故
今
品
上
無
作
三
身
信
解
也
。
其
功
徳
分
別
也
．
、
功
徳
者

　
　
　
　
　
ノ
ノ
ノ
ヲ
　
　
　
ノ
　
ト
　
ヒ
　
ノ

　
　
十
界
己
己
當
膿

三
毒
煩
惜
　
此
品
時
其
儘
妙
法
功
徳
也
分
別

也
。
其
功

　
　
　
　
ト
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
ニ

　
　
徳
者
　
本
有
南
無
妙
法
蓮
華
経
是
也
二
。

　
し
か
し
生
滅
即
常
住
に
関
す
る
理
解
は
一
重
、
深
長
し
て
い
る
、
。

　

す
な
わ
ち
生
滅
即
法
性
1
1
起
滅
即
法
性
を
基
本
と
し
て
、
生
滅
1
1
起
滅
1
1
生

死

＝
無
常
と
な
し
、
常
住
1
1
本
有
と
な
し
、
常
住
（
ー
本
有
）
’
無
常
（
1
1
生

死
）
1
1
妙
法
蓮
華
経
の
全
体
、
生
死
（
卜
無
常
）
・
本
有
（
7
常
住
）
の
体
－

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
理
解
し
て
い
る
。

　

ま
た
優
陀
那
院
口
輝
著
『
妙
宗
本
尊
略
弁
』
巻
の
下
に
「
寿
量
品
に
云
く
、

衆
見
我
滅
度
広
供
養
舎
利
、
一
心
欲
見
仏
不
自
惜
身
命
、
時
我
及
衆
僧
倶
出
霊

鷲
山
云
云
。
文
に
不
自
惜
身
命
と
は
生
死
苦
命
の
見
著
を
捨
離
せ
し
む
る
な
り
、

蓋

し
寿
量
の
長
行
偶
頒
、
み
な
生
滅
の
仏
に
即
し
て
不
生
不
滅
常
住
の
仏
体
を

見
せ

し
む
る
に
あ
り
」
と
あ
る
の
も
着
目
さ
れ
る
。
簡
潔
に
生
滅
即
常
住
を

法
華
経
集
成
の
根
本
原
理
⌒
伊
藤
」

明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
要
結
と
な
る
。

　
な
お
生
滅
無
常
と
妙
法
当
体
（
1
1
不
生
不
滅
常
住
の
仏
体
）
と
の
即
時
即
処

の

倶
体
倶
用
の
論
理
を
も
っ
て
す
る
実
践
哲
｝
‘
．
“
l
・
　
（
p
r
a
k
t
i
s
c
h
e
　
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
e
）

的
な
理
論
解
明
は
、
す
な
わ
ち
常
住
な
る
本
極
法
身
の
、
現
存
的
存
在
者
に
と
っ

て

究

極
的
に
は
一
体
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
一
妙
日
導
著
『
祖

書
綱
要
」
に
見
る
べ
き
高
逸
な
る
論
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
論
と
は
、
又
、

別
問
題
と
な
る
の
で
、
論
及
は
し
な
い
。

十
、
縁
起
法
頒
類
通
対
照
図
式

　
以
上
に
究
明
し
た
法
華
経
の
経
文
・
行
道
掲
・
常
住
此
処
偶
と
縁
起
法
頒
・

霊

山
無
常
偶
等
を
分
解
し
て
類
通
点
を
対
照
し
図
式
化
す
る
と
、
左
の
如
く
で

あ
る
。

，

五
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な
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に
よ
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て
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縁
こ
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す
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U
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③
妻
雪
鰻
バ
①
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ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

是
の
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諸
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の
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因
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な
る
縁
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縁
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a
d
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S
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y
F
i
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i
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n
a
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二
．
三
；
三
ニ
ヨ
三

v
a
d
：
！
t
i
二
p
i
p
a
　
’
．
；
三

衆
生
を
度
せ
ん
が
為
の
故
に
方

一

便
し
て

浬
般
木
を
現
す

（，

k
；
M
l
　
．
．
．
　
V
｝
U
］
t
l
M

三
三
》
ヲ
．
二
∫
三
一
ち
＝
i
i
l
P

dha
r
m
a
r
p
　
d
e
S
a
y
｝
－
i
m
i
　
y
a
d
　
i
d
；
u
p

bu
d
｛
＝
ξ
5
＝
；
I
M

　
一
仏
乗
を
以
て
の
故
に

衆
生
の
為
に
法
を
説
く

n
a
　
c
：
’
i
p
i
　
n
i
r
v
a
m
y
　
a
h
に
ご
沈
［
三

k
｝
’
i
一
o
　
i
h
a
A
i
v
a
　
e
o
　
d
h
a
r
m
u

p
r
a
k
鋤
⑩
a
y
a
m
i

sa
da
　
s
t
h
i
t
a
b
　
a
p
a
r
i
n
i
r
v
r
t
a
h

而
も
実
に
は
滅
度
せ
ず
常
に
此
に
住

ー
し
て
法
を
説
く
　
常
住
不
滅

u
ppad
a
－
v
a
y
a
－
d
h
a
m
m
i
n
o
．
　
u
p
p
a
j
j
i
t
v
a
　
n
i
r
u
j
j
h
a
n
t
i
，
　
t
e
．
s
｝
u
p
　
v
a
p
a
s
a
m
o
　
s
u
k
h
o
’
　
t
i

　
　
生

じ
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滅
す
る
　
　
　
こ
れ
が
寂
静
は
安
楽
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

生

と
滅
と
を
本
質
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ilit
y
t
l
－
I
l
i
l
’
v
l
’
k
l
　
a
d
i
－
p
r
a
S
a
n
t
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（
’
l
l
i
’
y
言
ゴ
：
剛
｝
三
．
三
i
　
h
u
d
d
h
a
－
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t
l
t
V
o
　
：
m
a
g
n
　
t
v
’
d
h
v
t
u
三
三
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三
三
二
彦
．
叩
三
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言
醜
雛
る
一
本
・
・
寂
静
で
あ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1

　
　
仏
了
は
行
を
成
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
米
世
に
作
仏
す
へ
し



lflt生

脈死

人
l
l

化

城
喩
品

御
義
L
l
伝

寿
量
：
g

分
別
itltT

i

略
弁

妙
宗
本
尊

妙
法’心

の

妙
川

依
【E

の

因
果

妙

法
蓮
華
経

（
法

は
）
生

久
遠
実
成
の
釈
尊
と
皆
成
仏
道
の
法
華
経
と
我
等
衆
生
と
の
．

旺

三
吊

一
切
衆
生

凡

夫
の
血
肉
の
色
身

十
界
己
己
の
当
体
の

’

毒
煩
悩

有
（
亘
）

　

起
　
ツ
全
ク
差
別
無
シ
ト
解
て
、

生起

（
妙

は
）
死

生

滅

　　　　　無

死　　t－’　　　　　　　　　　死　死
　　　　　道

妙
法
蓮
華
経
と
唱
へ
奉
る
処
を
、

死滅

法　妙
性　法
の　蓮
　　　華
　　　経

本

覚：心
の　　の

真：妙
徳　用

因
果
又

蓮
華

の

法

　　生

　　死

　の
ト　：

界法
のか
L．Lt　　L．
1

体

（
蓮
華
）

1生

死
一
大
事
の
血
脈
と
は
云
フ
也

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

（
無
常
）
常
住
、
倶
に

妙
法
蓮
華
経
の
全
体
な
り

の

本
有
の
体
と
は

南
無
妙
法
蓮
華
経
な
り

法
性
の

滅
　
（
の
仏
に
）

の

本
有
の
在
所
は

南
無
妙
法
蓮
華
経
な
り

を
本
有
と
悟
る
を
本
覚
と
，
ム
う

は
妙
法
の
功
徳
（
　
本
地
無
作
の
．
一
．

身
如
来
の
寿
）
に
し
て
本
有
の
南
無

妙

法
蓮
華
経
な
り

即
し
て
　
、
不
生
．
不
滅
常
住

を
見
せ
し
む
）

（
の

仏
体

法
華
経
集
成
の
根
本
原
理
（
伊
藤
一

L



　

　

　

　

　

　
　
法
華
文
化
研
究
〔
第
．
．
．
ト
四
号
）

　

以
上
の
図
式
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
の
必
然
に
お
け
る
、
意
趣
の
一

致
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
法
華
経
集
成
の
基
本
構
造
（
方
便
・
寿
量
の
．
、
品
の
一
対
相
依
の

関
係
）
の
根
本
原
理
（
生
滅
即
常
住
）
は
仏
教
思
想
の
根
本
真
理
（
で
あ
る
縁

起
法
－
－
法
身
）
で
あ
る
、
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
．
．

十
1
、
結
論

　
か

く
し
て
、
法
華
経
集
成
の
（
方
便
寿
量
の
相
依
関
係
と
い
う
）
基
本
構
造

の

（
生
滅
即
常
住
と
い
う
）
根
本
原
理
に
し
て
、
仏
教
思
想
の
根
本
真
理
で
も

あ
る
甚
深
の
；
f
t
｛
　
（
g
a
m
b
h
i
r
a
－
d
h
a
r
m
a
）
な
る
縁
起
（
三
、
葺
一
5
・
裟
2
己
ξ
三
〕
㌣

（l
a
）
の
理
法
は
、
法
華
経
と
妙
法
と
諸
品
と
の
関
係
構
造
を
簡
潔
に
明
．
小
す

る
法
華
経
原
典
分
析
総
合
解
明
図
に
お
け
る
、
内
的
必
然
性
を
持
続
せ
し
め

る
（
構
造
上
の
）
位
置
合
○
巴
ご
o
ご
と
（
機
能
上
の
）
役
割
（
一
．
（
亘
ズ
邑
の
［
ご
＋

it
y
）
を
確
保
し
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
左
の
如
く
で
あ
る
．
、

・ 縁起法頒　ye　4／zαηη∂het．u－prabhai，，a　hetロte§ant　hy・avada［t］teSAm　’yoηzτo∂d12σ

evam－v亘di　mahASi’amanah．（ザinaYa，1、　pp．40，41）

・ 雪山無常偏　antcca　vata∫α姑ノ］々緬しippada－y・aya－dhammino，　uppa〕jltva　nirujjhal〕ti，

tesam　v口pasamo　sukho「ti，（Dig／la一η↓k⑳α，　II、　p．157）

・ 方便品第68（行道）偶　evaM　ea　bh郎亘nユy　ahu　nitya－nirvrtat　adi－pra§anta　imi　sarl・cl一

dhαrm副1／　caryan〕　ca　so　pUrlya　buddha－pUt．1’O、　anagate　ldhv員ni　jino

bhavi§yati／／68／／　（1・ザτ．，　p．45、　L12－1．15）

・ 寿量品第3（常住此処）偶　ni．n，aηa－biuπunb！z　c’i（PadarSayami　vinayartha sattV員1／a

t，adδmy　uPa・tJaM／　na　c合pi　nirvamy　ahu　tasmi　kale　ihii　va　co　dharmu

praka§ayami／／3／／（IVT．，　p275、1．15－1．18）
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法
華
文
化
研
究
〔
第
．
．
．
卜
四
号
｝

注
（
1
）
鈴
木
宗
忠
『
基
本
大
乗
法
華
仏
教
』
（
昭
3
4
、
明
治
書
院
）
、
拙
著
『
法

　
　
華
経
成
立
論
史
　
法
華
経
成
立
の
基
礎
的
研
究
ー
」
（
平
1
9
、
、
平
楽
寺
書

　
　
｛
g
）
　
1
四
一
　
一
五
八
頁
。

（
2
）
拙
著
『
法
華
菩
薩
道
の
基
礎
的
研
究
」
（
平
1
6
、
平
楽
寺
書
店
）
の
第

　

　
二
篇
の
第
一
章
　
四
　
結
論
、
第
三
章
　
八
　
大
良
薬
た
る
妙
法
の
三
義

　
　
と
遣
使
還
告
、
第
四
章
　
十
・
図
ワ
、
第
六
章
　
五
　
結
論
。

（
3
）
同
、
1
0
九
、
1
1
五
、
一
五
一
、
、
一
五
四
頁
。

（
4
）
拙
著
『
法
華
経
成
立
論
史
」
一
四
四
頁
。

（
5
）
同
、
一
五
四
頁
。

（
6
）
拙
著
『
法
華
菩
薩
道
の
基
礎
的
研
究
』
四
四
一
頁
．
．

（
7
）
（
8
）
拙
著
『
法
華
経
成
立
論
史
」
一
四
四
　
一
四
五
頁
。

（
9
）
塚
本
啓
祥
『
法
華
経
の
成
立
と
背
景
』
（
昭
6
1
、
佼
正
出
版
社
）
、
拙
著

　
　
『
法
華
経
成
立
論
史
』
二
三
〇
頁
。

（
1
）
塚
本
啓
祥
『
イ
ン
ド
仏
教
碑
銘
の
研
究
H
』
（
、
平
8
、
．
平
楽
寺
書
店
）

　

　
1
五
九
頁
。

（
1
）
中
村
元
『
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
」
（
昭
3
4
、
法
蔵
館
）
一
g
e
九
－
　
1
五

　
　
o
頁
に
左
の
如
く
あ
る
。

　
　
　
思
想

史
的
に
非
常
に
重
要
な
1
つ
の
事
件
が
起
っ
た
。
そ
の
と
き
王
舎

　
　
城
に

サ

ン
ジ
ャ
ヤ
（
の
①
邑
o
ぺ
①
）
と
い
う
バ
ラ
モ
ン
が
住
ん
で
い
た
。
か

　
　
れ

は
二
百
五
十
人
の
バ
ラ
モ
ン
の
な
か
ま
を
つ
れ
て
い
た
と
い
う
。
サ
－

　

リ
プ
ッ
タ
（
L
）
Q
A
r
i
p
u
t
t
a
舎
利
弗
）
と
モ
ッ
ガ
ラ
ー
’
t
s
　
（
N
l
o
g
g
a
l
l
a
n
a

　

目
鍵
連
）
の
．
，
人
は
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
に
従
っ
て
修
行
し
て
い
た
。
と
き
に
サ
ー

　

リ
プ
ッ
タ
は
ア
ッ
サ
ジ
（
〉
臣
ど
こ
・
ビ
ク
　
通
常
五
ビ
ク
の
一
人
と
解

　

せ

ら
れ
て
い
る
］
が
托
鉢
の
た
め
王
舎
城
に
入
っ
て
来
た
そ
の
す
が
た
に

　

打
た

れ

た
。
『
誰
を
師
と
し
て
い
る
の
か
？
　
誰
の
法
を
楽
し
ん
で
い
る

　

の

か

？
』
と
た
ず
ね
た
と
こ
ろ
、
ア
ッ
サ
ジ
は
自
分
は
釈
尊
の
弟
子
で
あ

　

る
と
答
え
、
次
の
詩
句
を
唱
え
た
と
い
う
．
、
『
諸
法
は
因
（
な
る
縁
）
よ

　

り
生
ず
る
。
如
来
は
そ
の
因
（
な
る
縁
）
を
説
き
た
も
う
。
諸
法
の
滅
を

　

も
ま
た
、
大
な
る
修
行
者
は
か
く
の
ご
と
く
説
き
た
も
う
』
と
。
そ
こ
で

　

サ

－
リ
プ
ッ
タ
は
「
法
の
眼
」
を
開
い
た
と
い
う
。
つ
い
で
モ
ッ
ガ
ラ
ー

　

ナ

も
同
様
に
ア
ッ
サ
ジ
・
ビ
ク
か
ら
教
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
サ
ー
リ
プ
ッ

　

タ
と
モ
ッ
ガ
ラ
ー
ナ
の
，
．
人
は
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
の
弟
子
で
あ
る
．
，
百
五
十
人

　

の

バ

ラ
モ
ン
を
引
き
つ
れ
て
釈
尊
の
い
ま
す
竹
林
に
赴
い
て
弟
子
と
な
っ

　

た
。
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
は
痛
憤
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
日
か
ら
熱
血
を
吐
い
た
」

　
と
い
う
。

（
1
2
）
織
田
得
能
『
仏
教
大
辞
典
」
　
一
三
七
頁
に
次
の
如
v
あ
る
。

　
　

縁

起
偏
〔
術
語
］
仏
教
の
根
本
義
な
る
四
諦
中
、
苫
集
滅
の
三
諦
を
説

　
き
し
偶
文
な
り
。
蜘
喘
珊
艸
戸
騰
詩
撒
ぷ
嘱
羅
儲
幅
其
中
苦
諦
の
因
縁
生
に
約

　

し
て
縁
起
偶
と
云
ふ
。
又
縁
起
法
頒
と
も
云
ふ
。
又
此
法
頒
を
以
て
塔
基
、

　

塔
内
又
は
仏
像
の
体
内
に
安
置
す
れ
ば
法
身
舎
利
偶
と
も
法
身
偶
と
も
云

　

ふ
。
「
ホ
フ
シ
ン
ゲ
」
を
見
よ
。
［
寄
帰
伝
四
］
に
F
凡
形
像
及
以
制
底
。



　

金

銀
鋼
鉄
泥
漆
瓦
傳
。
或
聚
沙
雪
当
レ
作
之
時
。
中
安
ニ
ニ
種
舎
利
一
。

　

一
謂
大
師
身
骨
。
二
謂
縁
起
法
頒
。
其
頒
日
。
諸
法
従
レ
縁
起
。
如
来
説
二

　

是
因
一
。
彼
法
因
縁
尽
。
是
大
沙
門
説
。
」
と
。
〔
金
剛
童
子
成
就
儀
軌
上
］

　

に

F
又
欲
成
‘
就
殊
勝
果
者
。
於
神
通
U
月
自
分
就
趣
河
海
側
。
印
レ

　

沙
印
レ
泥
為
レ
塔
。
中
置
一
一
縁
起
掲
一
。
」
と
。

（
1
3
）
同
辞
典
一
六
〇
八
－
九
頁
に
次
の
如
く
あ
る
。

　
　

法
身
偶
〔
術
語
」
仏
に
生
身
法
身
の
二
種
あ
り
、
随
て
舎
利
に
二
種
あ

　

り
、
八
石
四
斗
の
遺
骨
は
生
身
の
舎
利
な
り
、
所
説
の
妙
法
は
法
身
の
舎

　

利
な
り
。
故
に
之
を
法
身
舎
利
掲
、
又
は
法
頒
舎
利
と
云
ひ
、
略
し
て
法

　

身
偏

と
云
ふ
。
仏
教
の
根
本
義
た
る
四
諦
中
の
苦
集
滅
の
三
諦
を
説
き
し

　

偏
頒
な
り
。
而
て
常
に
は
其
の
苦
諦
を
説
き
し
諸
法
従
縁
生
の
一
句
に
約

　

し
て
縁
生
偏
又
は
縁
起
偶
と
称
す
る
な
り
。
｛
智
度
論
十
八
〕
に
蝿
勒
論

　

中
の
所
説
を
引
て
「
仏
於
四
諦
中
一
或
説
一
諦
或
二
或
三
一
。
如
，
L
馬
星

　

比
丘
為
舎
利
弗
一
説
」
掲
。
諸
法
従
」
縁
生
。
是
法
縁
及
尽
。
我
師
大
聖
主
。

　

是
我
如
レ
是
説
。
此
偶
但
説
三
諦
一
。
当
レ
知
道
諦
巳
在
し
中
。
不
相
離
一

　

故
。
」
即
ち
諸
法
従
縁
生
の
l
句
は
諸
法
の
因
縁
生
に
し
て
苦
空
無
常
無

　

我

な
る
を
説
く
、
苦
諦
の
相
な
り
。
是
法
縁
の
三
字
は
其
の
苦
法
を
生
ず

　

る
因
縁
の
法
を
説
く
即
ち
集
諦
な
り
、
尽
の
一
字
は
苦
集
を
滅
す
る
を
説

　

く
滅
諦
な
り
。
道
諦
は
苦
の
集
に
於
け
る
に
例
し
て
知
ら
る
れ
ば
説
か
ざ

　

る
な
り
。
〔
智
度
論
十
一
〕
に
「
諸
法
因
レ
縁
生
。
是
法
説
因
し
縁
。
是
法

　

因
レ
縁
尽
一
。
大
師
如
レ
是
三
口
」
と
。
其
他
の
諸
経
論
に
説
く
掲
頒
は
総
じ

法

華
経
集
成
の
根
本
原
理
〔
伊
藤
ご

　

て

生

滅
即
ち
苦
滅
の
二
諦
な
り
。
〔
仏
本
行
集
経
四
十
八
〕
に
馬
勝
比
丘

　

舎
利
弗
に
対
し
て
説
く
頒
に
「
諸
法
従
レ
因
生
。
諸
法
従
レ
因
滅
。
如
レ
是

　

滅
与
レ
生
。
沙
門
説
如
レ
是
。
」
、
〔
浴
仏
功
徳
経
〕
に
「
供
ー
養
舎
利
一
有
・
二

　

種
。
一
者
身
骨
舎
利
。
二
者
法
頒
舎
利
。
即
説
レ
頒
日
o
諸
法
従
〆
縁
起
。

　

如
来
説
是
因
。
彼
法
因
’
縁
尽
。
是
大
沙
門
説
。
」
、
〔
日
照
訳
造
塔
功
徳

　

経
、
谷
響
集
四
〕
等
に
出
づ
。
又
此
偏
明
ら
か
に
法
身
の
不
生
不
滅
を
説

　

v
が
故
に
法
身
偶
と
名
く
る
な
り
。
〔
造
像
功
徳
経
〕
に
「
爾
時
世
尊
説

　

是

偏
言
。
諸
法
因
し
縁
生
。
我
説
此
因
“
縁
。
因
．
i
縁
尽
故
滅
。
我
作

　

如
　
＝
．
是
説
一
。
善
男
子
。
如
．
i
是
偶
義
名
仏
法
身
一
。
汝
当
書
写
置
彼
塔

　

内
一
。
何
以
故
。
一
切
因
縁
及
所
生
法
。
性
真
寂
故
。
是
故
我
説
名
為
一
法

　
身
一
。
」
、
〔
大
日
経
疏
六
〕
に
「
±
s
従
．
．
，
縁
生
即
無
自
性
。
若
無
自
性
一

　

即
是
本
来
不
生
。
因
縁
和
合
時
亦
無
レ
所
起
。
因
縁
離
散
時
亦
無
レ
有
滅
。

　

是
故
如
浄
虚
空
一
常
不
変
易
．
）
」
と
．
．

（
1
4
）
雲
井
照
善
編
『
巴
和
小
辞
典
」
二
七
四
頁
。
『
織
田
仏
教
大
辞
典
」
八

　

四
九
頁
に
は
次
の
如
く
あ
る
。

　
　
　
〔
浬
葉
経
十
四
〕
に
「
諸
行
無
常
。
是
生
滅
法
。
生
滅
滅
已
。
寂
滅
為

　

楽
。
」
之
を
諸
行
無
常
偶
と
名
く
。
亦
雪
山
偶
と
云
ふ
。
此
一
掲
は
総
仏

　

法
の
大
綱
な
れ
ば
各
其
の
宗
義
に
依
つ
て
所
釈
不
同
な
り
。
今
通
途
の
一

　

義
を
明
か
せ
ば
、
諸
の
一
．
一
世
に
遷
流
す
る
有
為
法
を
諸
行
と
名
く
。
諸
行

　

は
無
常
に
し
て
是
れ
生
滅
の
法
な
り
、
此
生
滅
の
法
は
苦
な
り
、
此
半
偶

　

は

流
転
門
な
り
。
此
生
と
滅
と
を
滅
し
巳
て
生
な
く
滅
な
き
を
寂
滅
と
す
、
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寂
滅
は
即
ち
浬
築
是
れ
楽
な
り
。
為
“
楽
と
は
浬
藥
楽
を
受
く
と
言
ふ
に

　

あ
ら
ず
、
有
為
の
苦
に
対
し
て
寂
滅
を
楽
と
為
す
の
み
。
此
半
偶
は
還
滅

　

門
な
り
。
弘
法
大
師
の
い
ろ
は
歌
は
此
四
句
掲
を
詠
み
し
な
り
。
い
ろ
は

　
に

ほ

へ

ど
ち
り
ぬ
る
を
鯖
滴
わ
が
よ
た
れ
そ
つ
ね
な
ら
む
縦
剖
う
ゐ
の

　
お
く
や
ま
け
ふ
こ
え
て
働
蛾
あ
さ
き
ゆ
め
み
じ
ゑ
ひ
も
せ
ず
額
縦
雪
山

　

童
子
は

此

中
の
後
の
半
偶
を
聞
く
為
め
に
身
を
羅
刹
に
捨
て
し
な
り
。
◎

　

（平
家
一
）
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
諸
行
無
常
の
響
あ
り
」
、
（
曲
、
三
井
寺
）

　

r
ま
つ
初
夜
の
鐘
を
撞
く
時
は
、
諸
行
無
常
と
響
く
な
り
。
後
夜
の
鐘
を

　

撞

く
時
は
、
是
生
滅
法
と
響
く
な
り
。
農
朝
の
響
き
は
生
滅
滅
已
、
入
相

　

は
寂
滅
為
楽
と
響
き
て
」
。

（
1
5
）
拙
著
『
法
華
菩
薩
道
の
基
礎
的
研
究
』
＝
八
頁
。

（
1
6
）
同
、
第
二
篇
の
第
二
章
・
第
三
章
で
明
証
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
す
で

　

に

拙
著

『
法
華
経
成
立
論
史
　
法
華
経
成
立
の
基
礎
的
研
究
1
』
の
肝
和

　
辻
説
の

結
語
④
、
醐
鈴
木
説
の
結
語
⑦
⑧
、
柘
横
超
説
の
結
語
⑨
⑩
に
示

　

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
1
7
）
拙
著
『
法
華
菩
薩
道
の
基
礎
的
研
究
』
　
一
〇
四
、
七
l
‘
八
頁
。
な
お
第

　

二
篇
の
第
三
章
も
往
見
さ
れ
た
い
。

（
1
8
）
拙
著
『
法
華
菩
薩
道
の
基
礎
的
研
究
』
1
1
1
六
頁
。

（
1
9
）
同
、
1
1
1
0
頁
。

（
2
）
同
、
第
五
章
、
F
一
二
⊥
二
七
頁
、
第
六
章
、
一
二
八
　
一
．
三
四
頁
。

（
2
1
）
拙
著
『
華
厳
菩
薩
道
の
基
礎
的
研
究
」
六
六
七
　
七
二
四
頁
。

（
2
2
）
拙
著
『
法
華
菩
薩
道
の
基
礎
的
研
究
』
一
五
二
、
七
二
六
頁
。

（
g
．
3
，
）
　
V
V
T
．
，
　
p
°
3
6
，
＝
7
－
p
．
3
7
，
　
1
．
2
5
：
　
P
K
．
，
1
8
6
6
－
1
9
6
6
．
正
蔵
、
七
a
b
、

　
六
九
b
c
。

（S／
　
）
　
U
i
T
．
，
　
p
°
2
7
1
，
　
1
1
．
l
4
－
1
6
1
　
P
K
＿
　
l
3
8
a
2
°
正
蔵
、
四
二
c
、
u
三
c
。

（t（
n
5
）
　
W
T
．
，
　
p
．
2
7
5
，
　
I
I
．
2
2
－
2
5
；
　
P
K
．
．
1
4
0
a
5
．
正
蔵
、
四
三
b
、
1
1
四
c
。

（2
）
　
T
t
V
T
．
，
　
p
．
2
7
5
，
　
1
．
2
6
－
p
．
2
7
6
，
　
1
．
7
；
　
P
K
．
，
1
4
0
a
6
m
7
．
同
前
。

（
2
7
）
拙
著
『
法
華
菩
薩
道
の
基
礎
的
研
究
』
、
八
二
頁
。

（
2
8
）
同
、
六
九
二
　
三
頁
。

（
2
9
）
同
、
　
1
O
i
l
頁
．
．

（
3
）
昭
和
定
本
　
五
二
一
、
頁
。

（
3
1
）
同
、
二
七
一
八
頁
。

（
3
2
）
同
、
二
七
二
二
頁
、

（
3
3
）
『
充
合
園
全
集
』
第
三
編
、
四
＝
二
頁
。

（
3
4
）
拙
記
『
祖
書
綱
要
講
読
記
』
（
『
法
華
学
報
」
第
L
占
げ
所
収
）
よ
り
着
目

　

さ
れ
う
る
必
要
箇
所
を
摘
出
す
る
と
、
左
の
如
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
ぼ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　

第
十
四

　
三
世
の
顕
本
は
最
初
を
本
と
為
す
こ
と
の
章

　

②
　
『
玄
義
』
の
砒
盧
遮
那
の
一
本
は
即
ち
今
の
妙
法
当
体
の
蓮
華
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
ニ
　
　
　
ぶ
レ
　
　
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ニ

　
　

問
ふ
。
『
玄
義
』
に
は
コ
ニ
世
乃
殊
　
砒
盧
遮
那
一
本
不
〆
異
」
と
云

　
　
　
“
ノ
．
　
三
　
　
四
右
．
・
、
8
u
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

　

ふ
、
何
為
ぞ
妙
法
蓮
華
一
本
不
異
の
義
を
成
ず
る
耶
。

　
　

答
ふ
。
『
玄
義
」
に
砒
盧
遮
那
一
本
と
云
ふ
は
、
即
ち
上
の
文
、
「
過
去

　

の

最
初
に
証
す
る
所
の
権
実
の
法
」
を
指
す
な
り
。



　

然
る
に
「
最
初
所
証
の
権
実
の
法
」
と
は
、
即
ち
釈
尊
五
百
塵
点
劫
の

そ
の
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
こ
　
　
ぎ
コ
へ

当
初
証
得
し
玉
ふ
所
の
妙
法
当
体
の
蓮
華
、
向
に
巳
に
弁
ず
る
が
如
し
．
、

　
矧
ん
や
復
た
『
玄
義
』
に
「
砒
盧
遮
那
一
本
不
．
異
」
と
云
ふ
は
、
是

れ

本
中
の
極
本
、
妙
中
の
深
妙
な
り
。
故
に
上
の
文
二
玄
一
の
L
の
ー
．
一

に

「
本
極
法

身
微
妙
深
遠
，
仏
若
不
し
説
弥
勒
尚
闇
」
と
云
ふ
、
是
れ
則

ち
「
寿
量
品
の
観
心
の
法
体
」
な
り
．
．

　

『
授
職
灌
頂
口
伝
抄
』
⌒
外
の
十
八
の
、
．
亡
．
）
に
「
寿
量
品
の
観
心
」

　
あ
チ

を
明
し
て
云
く
、
r
此
の
品
の
観
心
と
は
妙
法
一
心
の
如
来
寿
量
品
な
る

が

故
に

我
等
凡
夫
の
一
心
（
一
一
へ
，
心
）
な
り
。
一
心
a
、
念
）
は
即
（
ち
）

如
来
久
遠

（
の
）
本
寿
本
地
の
無
作
の
三
身
、
本
極
法
身
の
本
因
本
果
の

如

来
な
り
。
所
居
の
十
は
常
在
霊
山
（
な
る
）
四
土
具
畦
の
寄
国
土
妙
な

り
」
と
（
L
L
）
。

　

『
観

心

本
尊
抄
」
（
卜
六
）
に
正
に
「
寿
量
品
の
観
心
の
法
体
」
を
示

し
て
云
く
、
r
今
本
時
の
娑
婆
世
界
は
三
災
を
離
れ
四
劫
を
出
た
る
常
住

の

浄
十
な
り
。
仏
既
に
過
去
に
も
滅
せ
ず
未
来
に
も
生
ぜ
ず
、
所
化
以
て

同
体
な
り
。
此
れ
即
ち
己
心
の
三
千
具
足
三
種
の
世
間
な
り
」
と
（
已
上
）
。

　
此
の

文
に
「
今
本
時
の
娑
婆
世
界
は
三
災
を
離
れ
四
劫
を
出
た
る
常
住

の

浄
土
な
り
」
と
云
ふ
は
、
『
灌
頂
抄
』
に
所
謂
る
「
所
居
の
十
は
常
在

霊
山
四
土
具
足
の
本
国
土
妙
」
な
り
。

　

r仏
既
に

過
去
に
も
滅
せ
ず
未
来
に
も
生
ぜ
ず
、
所
化
以
て
同
体
な
り
」

と
は
、
『
灌
頂
抄
」
に
所
謂
る
「
本
極
法
身
〔
な
る
）
本
因
本
果
の
如
来
」

　
　
　
　
法
華
経
集
成
の
根
本
原
理
（
伊
藤
」

な
り
。
謂
く
、
仏
既
に
過
去
に
も
滅
せ
ず
太
来
に
も
生
ぜ
ざ
れ
は
、
則
ち

無
始
の

仏
界
に

し
て
、
是
れ
本
果
な
り
。
所
化
以
て
同
体
な
れ
ば
、
則
ち

無
始
の
九
界
に
し
て
、
是
れ
本
因
な
り
。

　
九
界
も
無
始
の
仏
界
に
具
し
仏
界
も
無
始
の
九
界
に
備
り
て
依
正
F
e
l
’
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
右
・
、
、
u
i

身
卜
一
体
な
り
。
故
に
結
し
て
r
此
れ
即
ち
己
心
の
三
千
具
足
三
種
の
世

間
な
り
」
と
云
ふ
。

　

『
惣
勘
文
抄
」
（
録
内
の
＋
四
の
1
1
1
L
四
昏
）
に
本
極
法
身
仏
の
形
貌
を

明
し
て
云
く
、
r
十
方
法
界
の
正
報
の
有
情
と
十
方
法
界
の
依
報
の
国
土

と
和
合
し
て
、
一
体
に
三
身
即
一
・
四
土
不
二
に
し
て
（
本
極
）
法
身
の

一
仏
な

り
。
十
界
を
身
と
為
る
は
法
身
な
り
、
十
界
を
心
と
為
る
は
報
身

な
り
、
十
界
を
形
と
為
る
は
応
身
な
り
。
十
界
の
外
に
仏
無
く
仏
の
外
に

十
界
無
く
し
て
、
依
正
不
二
な
り
、
身
ヒ
不
、
．
な
り
。
　
一
仏
の
身
体
を
以

て
寂
光
土
と
云
ふ
正
の
ド
の
五
十
五
昏
に
，
ム
く
、
、
三
身
と
四
土
と
和
合
し
て

仏
1
体
の
徳
な
る
を
寂
光
仏
と
云
ふ
　
寂
光
仏
を
以
て
円
教
の
仏
と
為
す
円
教

　
　
　
　
　
　
い
ご
と

の

仏
を
以
て
霜
り
の
実
仏
と
為
す
一
と
）
．
、
是
の
故
に
無
相
の
極
理
と
は
云
ふ

な
り
。
生
滅
無
常
の
相
を
離
れ
た
る
故
に
、
無
相
と
云
ひ
、
法
性
の
淵
底

玄
宗
の
極
地
な
り
。
故
に
極
理
と
云
ふ
」
と
（
巳
上
）
。

　
明
ら
け
し
。
本
極
法
身
は
即
ち
是
れ
無
相
の
極
理
な
り
。

　

『
本
尊
抄
』
に
「
今
本
時
の
娑
婆
世
界
は
三
災
を
離
れ
四
劫
を
出
た
る

常
住
の
浄
土
な
り
」
と
云
ふ
は
、
是
れ
無
常
の
相
を
離
れ
た
り
。

　
　
五
r
e
・
x
J
．
r
l

　

「
仏
既
に

過

去
に
も
滅
せ
ず
未
来
に
も
生
ぜ
ず
、
所
化
以
て
同
体
な



法
華
文
化
研
究
（
第
．
．
ー
四
口
竺

り
」
と
云
ふ
は
、
是
れ
生
滅
の
相
を
離
れ
た
り
。

　
既
に

生
滅
無
常
の
相
を
離
れ
た
れ
ば
、
即
ち
是
れ
無
相
の
極
理
な
り
。

　
此
の

無
相
の
極
理
、
本
来
、
卜
界
一
．
，
千
の
諸
法
を
具
足
し
て
因
果
倶
時

の

不
思
議
の

法

な
り
。
故
に
名
け
て
妙
法
蓮
華
と
為
す
、

　

『当
体
義
抄
」
　
（
内
の
月
．
．
の
十
四
昏
）
に
云
く
、
r
至
理
（
に
D
名
無
し
。

聖

人
理
を
観
じ
て
万
物
に
名
を
付
け
る
時
、
因
果
倶
時
の
不
思
議
の
一
法

有
り
。
之
れ
を
名
け
て
妙
法
蓮
華
と
為
す
。
此
の
妙
法
蓮
華
の
一
法
に
十

界
三
千
の
諸
法
を
具
足
し
て
閾
減
無
し
。
之
れ
を
修
行
す
る
者
は
仏
閃
仏

果
同
時
に
之
れ
を
得
」
と
（
巳
L
）
。

　

明
ら
か
に
知
り
ぬ
。
本
極
法
身
の
無
相
の
極
理
、
即
ち
是
れ
妙
法
当
体

の
蓮
華
な
り
。

　

故
に
『
本
尊
抄
』
（
ト
L
）
に
上
の
本
極
法
身
本
因
本
果
の
如
来
を
押

へ

て
、
「
此
の
本
門
の
肝
心
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
於
て
は
、
仏

ec

を
文
殊
桑
王
等
に
之
れ
を
付
嘱
し
玉
は
ず
・
何
に
況
ん
や
提
培

を
乎
。
但
だ
地
涌
千
界
を
召
し
て
八
品
を
説
い
て
之
れ
を
付
嘱
し
玉
ふ
」

等
と
云
ふ
。

　
故
に

知

り
ぬ
。
玄
文
（
　
一
玄
義
＝
の
文
）
の
「
砒
盧
遮
那
一
本
」
は

即
今
（
即
ち
今
）
の
妙
法
当
体
の
蓮
華
な
り
。

　
釈
尊
五
百
塵

点
劫
の
最
初
に
此
の
妙
法
当
体
の
蓮
華
を
証
得
し
て
後
、

二

番
已
来
世
世
番
番
の
寿
量
品
に
皆
な
此
の
本
法
を
指
し
て
所
顕
の
本
と

為
す
。
今
日
の
寿
量
品
の
如
き
は
東
方
の
五
百
塵
点
を
能
顕
と
為
し
以
て

四

最
初
所
証
の
妙
法
当
体
蓮
華
仏
を
顕
は
す
。
若
し
過
去
の
寿
量
品
に
は
東

方
を
減
じ
て
樗
と
為
し
て
以
て
最
初
所
証
の
妙
法
当
体
の
蓮
華
仏
を
顕
は

す
，
未
来
永
永
の
寿
量
品
に
は
或
は
四
方
を
以
て
警
と
為
し
或
は
十
方
を

腎
と
為
し
て
最
初
所
証
の
妙
法
当
体
の
蓮
華
仏
を
顕
は
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と

　
当
に
知
る
べ
し
，
能
顕
の
寿
量
品
に
は
三
世
久
近
の
殊
な
り
有
り
。
而

も
所
顕
の
本
仏
は
是
れ
一
仏
　
（
＝
無
始
の
古
仏
）
に
し
て
異
な
ら
ず
。
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

コ
ニ
世
乃
殊
　
砒
盧
遮
那
一
本
不
異
」
と
云
ふ
。

亦
復
猫
ぐ
饗
C
・
其
の
法
身
と
日
ひ
真
如
と
日
ひ
実
相
と
云
ひ

中
道
と
云
ふ
は
、
皆
な
是
れ
1
、
番
以
降
　
中
の
立
名
な
り
。
其
の
本
法
の

如
き
は
只
是
れ
妙
法
蓮
華
の
名
の
外
に
体
無
く
、
体
の
外
に
名
無
し
。
所

謂
る
名
体
宗
用
教
の
五
重
玄
義
の
五
字
な
り
．
．

③
　
迩
門
に
は
実
相
と
名
け
本
門
に
は
妙
法
蓮
華
経
と
云
ふ

　

問
ふ
c
妙
法
蓮
華
経
は
本
門
の
法
門
な
り
と
は
、
台
家
に
於
て
亦
た
其

の
意
、
之
れ
有
り
乎
．
。

　
答
ふ
．
．
『
諸
法
実
相
抄
』
（
他
受
用
の
．
．
の
ト
．
昏
〕
に
云
く
、
F
妙
楽
（
一

天
台
）
の
曰
く
、
実
相
の
深
理
、
本
有
の
妙
法
蓮
華
経
な
り
と
云
云
。
此

の

釈
の
意
は
実
相
の
名
言
は
　
門
に
主
づ
け
本
有
の
妙
法
蓮
華
経
と
云

ふ

は
本
門
の
上
の
法
門
な
り
．
、
此
の
釈
能
く
能
く
心
中
に
案
じ
さ
せ
給
へ
」

と
O
上
）
o

　

ff
四
条
抄
』
〔
外
の
1
1
．
．
の
．
一
、
十
昏
一
・
『
日
女
抄
」
（
外
の
川
．
．
．
の
ト
ニ
．
昏
）
、

亦
た
此
の
釈
を
引
き
玉
ふ
．
、
末
だ
其
の
本
文
を
考
へ
ず
。



　
妙
楽
の
『
疏
記
」
（
．
’
．
の
ド
の
八
卜
．
）
に
経
の
諸
法
実
相
を
結
釈
し
て

云

く
、
r
今
品
の
文
に
於
て
は
是
れ
仏
果
が
家
の
諸
法
実
相
な
り
。
彼
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
右
　
’
　
’
：
　
＝
’
　
”

警
説
に
於
て
は
即
ち
道
場
に
至
る
の
荘
厳
の
大
車
な
り
。
彼
の
宿
世
に

於
て
は
即
ち
極
果
の
仏
の
開
権
の
宝
渚
な
り
。
彼
の
本
門
に
於
て
は
即
ち

久
成
の
仏
の
所
契
の
妙
法
な
り
、
。
若
し
正
宗
、
識
る
可
く
ん
は
、
豆
に
流

通
に

迷

は
ん
や
。
一
句
一
偶
の
言
、
弥
々
信
ず
可
き
な
り
」
と
〔
L
上
）
。

　
此
の

釈
、
分
明
に
　
門
に
は
諸
法
実
相
と
云
ひ
、
本
門
に
は
所
契
の
妙

法
と
云
ふ
。

　
故
に
知
り
ぬ
。
諸
法
実
相
の
名
言
は
　
門
に
主
づ
け
、
本
有
の
妙
法
蓮

華
経
は
本
門
の
上
の
法
門
な
る
を
（
な
り
）
。

　

『
玄
義
」
（
第
一
の
κ
昏
）
に
云
く
、
r
此
妙
法
蓮
華
経
者
本
地
甚
深
之

奥

蔵
也
」
と
。
『
注
法
華
経
』
の
六
（
卜
四
）
は
玄
義
略
要
内
題
□
を
引
き

玉

ふ
。
往
拝
せ
よ
。

　
　
11

【
寿
量
品
の
観
心
の
法
体
】
寿
量
品
に
お
け
る
能
観
の
題
目
た
る

　
　
観
心
の

対
象
と
な
る
所
観
の
法
体
（
日
妙
法
の
当
体
）
の
意
，
。
更
に

　
　

以
下
に
明
示
さ
れ
る
。
　
1
2
【
疏
記
】
疏
は
『
法
華
文
句
』
、
記
は

　
　
そ

の

記
、
す
な
わ
ち
『
法
華
文
句
記
』
を
い
う
。
　
1
3
【
荘
厳
の
大

　
　
車
】
荘
厳
さ
れ
た
大
白
牛
車
（
1
1
一
仏
乗
）
を
い
う
。
　
1
4
【
玄
義

　
　
略
要
内
題
】
　
『
注
法
華
経
」
の
第
六
巻
の
十
四
昏
に
は
相
当
す
る
も

　
　
の

な
し
。
第
六
巻
の
四
昏
に
は
「
玄
義
略
要
云
。
問
。
実
相
為
体

　
　
為
し
性
為
レ
修
。
答
。
速
門
従
」
性
起
レ
修
。
以
修
証
’
性
為
／
体
。
本

法

華
経
集
成
の
根
本
原
理
⌒
伊
藤
）

　
　
門
如
来
久
証
実
相
為
r
体
。
故
体
云
妙
法
　
〔
一
体
即
妙
法
）
。
々
々

　
　
即
実

相
。
々
々
即
通
迩
本
．
一
門
也
」
（
山
中
喜
八
編
著
『
定
本
注

　
　
法
華
経
」
四
一
六
項
）
と
あ
る
．
、
『
玄
義
略
要
』
は
智
証
大
師
円
珍

　
　
の

述
。
天
台
の
判
教
論
を
五
時
八
教
と
す
る
の
に
対
し
て
、
v
l
種
教

　
　
相
を
取
る
点
に
、
特
徴
が
あ
る
。

第
十
五
　
寿
量
の

所
顕
は
本
覚
の
三
身
な
る
こ
と
の
章

③
　
本
覚
無
作
の
一
．
一
身
を
聞
き
て
増
進
の
益
を
得
る
の
相

　
問
ふ
。
　
門
に
於
て
一
心
一
．
一
観
を
修
め
て
始
覚
の
一
、
一
身
を
成
ず
る
の
人
、

本
門
寿
量
品
に
至
り
て
、
釈
尊
の
本
覚
無
作
の
↓
．
一
身
を
聞
く
の
時
、
何
ぞ

（

い
か
に

し
て
）
増
進
の
本
覚
無
作
の
仏
果
に
至
る
こ
と
を
得
る
耶
。

　

答
ふ
e
本
極
法
身
の
一
仏
（
は
）
十
方
法
界
を
以
て
身
体
（
1
1
法
身
）

　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
し
ニ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
こ
う

と
為
し
十
方
法
界
を
心
性
（
1
1
報
身
）
と
為
し
十
方
法
界
を
相
好
（
1
1
応

身
）
と
為
す
。
十
界
を
身
と
為
る
は
法
身
な
り
。
十
界
を
心
と
為
る
は
報

身
な
り
。
十
界
を
形
と
為
る
は
応
身
な
り
。
十
界
の
外
に
仏
無
く
仏
の
外

に

L
界
無
く
依
正
不
一
．
・
身
土
一
体
に
し
て
L
方
法
界
の
依
正
、
唯
だ

釈
尊
一
仏
の
身
体
に
し
て
二
身
の
徳
用
（
な
る
）
を
論
ず
。
法
界
に
周
偏

し
て
釈
尊
一
仏
の
徳
用
な
れ
ぱ
則
ち
一
切
法
は
皆
な
是
れ
妙
覚
の
釈
尊
の

三
身
の
功
徳
な
り
。
寿
量
品
に
此
の
仏
体
を
指
し
て
我
実
成
仏
と
顕
は
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
p
a
・
－
r
＝
＝

　
故
に

「
御
義
口
伝
』
（
ド
の
ト
）
に
云
く
、
F
我
と
は
法
界
の
衆
生
な
り
。

十
界
の
己
己
を
指
し
て
我
と
云
ふ
な
り
」
等
と
（
取
意
）
。

　
又

（
四

十
．
二
昏
二
云
く
、
F
本
門
の
心
は
無
作
の
一
．
一
身
を
談
ず
。
此
の
無

r礼
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⌒
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2

作
の
三
身
と
は
仏
の
上
計
に
し
て
之
れ
を
云
は
ず
。
森
羅
の
万
法
を
自

受
用
身
の
自
体
顕
照
と
談
ず
る
二
成
仏
用
心
抄
　
（
外
の
月
万
の
ト
六
昏
）
に

云
く
、
一
境
と
云
ふ
は
万
法
の
体
を
．
ム
ぷ
　
智
と
云
ふ
は
自
体
顕
、
照
の
姿
を
云
ふ
な

り
l
と
　
故
に
知
り
ぬ
　
今
の
意
は
森
羅
万
法
全
体
自
受
用
身
の
智
体
を
談
ず
る

な
り
）
故
に
、
　
門
に
し
て
不
変
真
如
の
理
円
を
明
す
処
を
改
め
ず
し
て

己
が
当
体
を
無
作
の
三
身
と
沙
汰
す
る
が
本
門
事
円
の
三
干
の
意
な
り
」

と
へ
巳
上
）
。

　
是
れ

則
ち
本
門
に
至
り
て
森
羅
万
法
を
釈
尊
の
自
受
用
本
覚
の
智
体

（
な
り
）
と
顕
は
す
故
に
、
我
が
身
心
即
ち
本
覚
の
三
身
如
来
な
り
と
信

ず

る
の
時
、
「
先
に
方
便
品
の
ト
如
実
相
を
聞
き
て
二
心
一
．
一
観
を
修
し

て

初
住
の
因
位
に
居
る
　
と
識
ひ
し
は
、
尚
を
是
れ
妄
情
な
り
」
と
知
り

て
、
速
か
に
本
覚
無
作
の
仏
果
を
成
ず
、
是
れ
本
門
増
進
の
得
益
な
り
，

　
故
に

分
別
品
の
『
御
義
」
（
ド
の
五
卜
六
　
に
云
く
、
r
此
の
品
は
上
の

　
　
　
　
　
　
十
右
　
・
　
－
r
　
＝
1

品
の
時
、
本
地
無
作
の
三
身
如
来
の
寿
を
聞
く
故
に
、
今
品
に
し
て
上
の

無
作
の

三
身
を
信
解
す
る
（
な
り
．
一
）
其
の
功
徳
を
分
別
す
る
な
り
。
功
徳

と
は
十
界
の
己
己
の
当
体
の
三
毒
の
煩
悩
を
、
此
の
品
の
時
、
其
の
儘
妙

法
の

功
徳
な
り
と
分
別
す
る
な
り
、
其
の
功
徳
と
は
本
有
の
南
無
妙
法
蓮

華
経
是
れ
な
り
」
と
（
H
l
L
　
｝
”

　

当
に
知
る
べ
し
。
寿
量
品
に
十
界
の
己
己
の
当
体
を
指
し
て
我
実
成
仏

の

無

作
の
三
身
、
妙
法
当
体
蓮
華
仏
な
り
と
顕
は
す
故
に
、
我
等
が
色
心

の

当
体
即
ち
無
作
の
三
身
、
妙
法
蓮
華
な
り
と
信
解
し
て
、
妙
覚
の
極
果

に

至
る
な
り
．

　

『
惣
勘
文
抄
」
｛
内
の
十
四
の
．
、
．
ー
，
一
に
云
く
、
F
己
心
と
心
性
と
心
体

と
の
三
は
己
身
の
本
覚
の
一
。
一
身
如
来
な
り
一
是
れ
を
経
に
説
い
て
云
く
、

加知

口
疋
畑
旧
　
（
応
身
如
ぶ
木
）
　
・
加
川
口
疋
株
比
　
へ
報
身
如
士
木
）
　
・
加
川
日
疋
伏
怜
　
（
法
身
如
上
不
）
、

此
れ

を
三
如
是
と
云
ふ
。
此
の
三
如
是
の
本
覚
の
如
来
は
L
方
法
界
を
身

体
と
為
し
、
十
方
法
界
を
心
性
と
為
し
、
十
方
法
界
を
相
好
と
為
す
、
是

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
左
・
l
D
一

の

故
に
我
が
身
は
本
覚
三
身
如
来
の
身
体
な
り
、
法
界
に
周
偏
し
て
一
仏

の

徳
用
な
れ
は
一
切
法
は
皆
な
是
れ
仏
法
な
り
と
説
き
給
ひ
し
時
、
其
の

座

席
に
列
り
し
諸
の
四
衆
八
部
も
畜
生
も
外
道
等
も
一
人
も
漏
れ
ず
皆
な

悉

く
妄
想
の
僻
n
僻
思
ひ
、
、
立
所
に
散
止
し
て
本
覚
の
膳
り
に
還
っ
て
皆

な
仏
道
を
成
ず
」
と
（
巳
ヒ
）
，

　

是
れ
即
ち
本
門
の
本
覚
無
作
の
三
身
を
開
い
て
、
迩
門
始
覚
の
仏
因
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
と
り

ち
本
門
本
覚
の
仏
果
な
り
と
知
り
て
、
増
進
の
益
を
得
た
る
時
の
悟
に
し

て
、
　
門
当
分
の
悟
り
に
は
非
ず
、
．

　
故
に
下
⌒
五
卜
昏
）
の
文
に
云
く
、
r
但
し
今
は
　
門
を
開
い
て
本
門
に

摂
し
て
一
妙
法
を
成
ず
」
と
こ
－
’
　
）
o

　
明
ら
か
に
知
り
ぬ
．
．
『
総
勘
文
」
は
本
門
顕
は
れ
寛
る
の
意
に
約
す
。

迩
門
当
分
の
悟
り
に
非
ず
。

　

『
授
職
灌
頂
抄
』
（
外
の
　
：
－
八
の
．
十
二
に
本
迩
一
．
門
の
教
相
を
明
し

て

云
く
、
「
迩
門
は
従
因
至
果
の
ト
如
卜
界
の
成
仏
、
1
1
．
周
の
声
聞
等
是

れ
な
り
・
本
門
は
虹
励
日
如
＋
界
は
従
本
垂
迩
・
無
作
の
＋
界
は
普
賢



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
1
右
・
　
“
t
　
［
；
　
：
’
t

（

現
）
難
思
の
行
相
な
る
べ
し
。
然
れ
ば
則
ち
此
の
品
の
十
如
L
界
の

悟
り
は
本
　
二
門
に
通
ぜ
し
む
る
な
り
」
と
（
巳
ヒ
）
。

　
前
の

従

因
至
果
の
十
如
十
界
は
　
門
当
分
の
悟
り
、
後
の
従
本
垂
　
の

十
如
十
界
は

本
門
跨
節
の
悟
り
、
即
ち
是
れ
本
門
増
進
の
益
相
な
り
。

団
　
寿
量
品
に
正
し
く
本
覚
無
作
の
三
身
を
顕
説
す
る
の
出
処
〔
あ
り
）

　
問
ふ
。
当
家
の
所
立
は
本
覚
無
作
の
三
身
、
無
始
の
古
仏
を
顕
は
す
を

以

て
、
本
門
寿
量
品
の
所
詮
の
肝
要
と
為
る
こ
と
、
所
引
の
祖
判
に
分
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
す

な
り
。
但
し
寿
量
品
、
何
れ
の
文
に
か
正
し
く
無
始
本
覚
三
身
如
来
を
明

す
耶
。

　
答
ふ
。
然
善
男
子
我
実
成
仏
已
来
無
量
無
辺
等
の
文
な
り
。

　

「
開
目
抄
』
〔
内
の
．
一
の
ヒ
昏
）
に
云
く
、
F
l
念
三
千
（
記
者
云
う
、

本
因
本
果
無
始
の
十
界
互
具
無
始
の
占
仏
）
の
法
門
は
但
だ
法
華
経
の
本

門
寿
量
品
の
文
底
に
秘
し
て
し
づ
あ
た
ま
へ
り
。
龍
樹
・
天
親
は
知
り
て

而

も
い
ま
だ
ひ
ろ
め
た
ま
は
ず
、
但
だ
我
が
天
台
智
者
の
み
こ
れ
を
い
だ

け
り
」
と
。

　
次
の
文
（
．
、
卜
．
一
．
昏
）
に
正
し
く
一
念
三
千
無
始
の
古
仏
を
ば
但
だ

十
一
左
・
4
0
1

本
門
寿
量
の
文
底
に
秘
沈
す
る
の
相
を
明
し
て
云
く
、
r
弥
勒
菩
薩
、
涌

出
品
に
四
十
余
年
の
未
見
今
見
の
大
菩
薩
を
、
仏
、
爾
し
て
乃
ち
之
れ
を

教
化
し
て
初
め
て
道
心
を
発
さ
し
む
等
と
と
か
せ
給
ひ
し
を
疑
っ
て
云
く
、

〔如

来
、
太
子
為
り
し
時
、
釈
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
褥
多
羅
三
窺
三
菩
提
を
成
ず
る
こ
と
を
得
下
へ

法
華
経
※
成
の
根
本
原
理
（
伊
藤
）

り
、
是
れ
よ
り
已
来
た
始
め
て
四
十
余
年
を
過
ぎ
た
り
、
世
尊
、
云
何
ぞ

此
の

少
時
に
於
て
大
い
に
仏
事
を
作
し
下
へ
る
〕
等
云
云
。
教
主
釈
尊
、

此

等
の
疑
を
晴
ら
さ
ん
が
た
め
に
寿
量
品
を
説
か
ん
と
し
て
、
爾
前
　
門

の

き
き
（
所
聞
）
を
挙
け
て
云
く
、
〔
一
切
世
間
の
天
人
及
び
阿
修
羅
は

皆
な
今
の
釈
迦
牟
尼
仏
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
褥
多
羅
三
窺
三
菩
提
を
得
下
へ
り
と
謂
へ
り
」
等
云

云
。
正
し
v
此
の
疑
を
答
へ
て
云
く
、
［
然
る
に
善
男
子
、
我
れ
実
に
成

　
　
　
　
　
ニ
　
　
ィ
　
ナ

仏

し
て
よ
り
己
来
た
無
量
無
辺
百
千
万
億
那
由
他
劫
な
り
〕
等
云
云
。
華

曉
雪
響
夫
日
経
等
は
二
乗
作
仏
を
隠
す
の
み
な
ら
ず
・
久
遠
実

成

を
説
き
か
く
さ
せ
給
へ
り
。
此
等
の
経
経
に
二
つ
の
失
あ
り
。
一
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
で

行
布
を
存
す
る
故
に
乃
っ
て
未
だ
権
を
開
せ
ず
と
て
、
述
門
の
一
念
三

千

を
か
く
せ
り
。
二
に
は
始
成
を
言
ふ
故
に
尚
未
だ
　
を
発
せ
ず
と
て
、

本
門
の
久
遠
を
か
く
せ
り
。
此
等
の
二
つ
の
大
法
は
一
代
の
綱
骨
、
一
切

経
の
心
髄
な
り
。
　
門
方
便
品
は
一
念
三
千
こ
．
乗
作
仏
を
説
い
て
、
爾

前
二
種
の
失
一
つ
を
脱
れ
た
り
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
、
い
ま
だ
発
迩
顕

本
ぜ
ざ
れ
ば
、
ま
こ
と
の
一
念
三
千
も
あ
ら
は
れ
ず
、
二
乗
作
仏
も
さ
だ

ま
ら
ず
、
水
中
の
月
を
見
る
が
ご
と
し
、
根
な
し
草
の
波
の
上
に
浮
べ
る

に

に

た

り
。
本
門
に
い
た
っ
て
始
成
正
覚
を
や
ぶ
れ
ば
四
教
の
果
を
や
ぶ

る
。
四
教
の
果
を
や
ぶ
れ
ば
四
教
の
因
や
ぶ
れ
ぬ
。
爾
前
　
門
の
十
界
の

因
果
を
打
や
ぶ
（
破
）
て
本
門
の
十
界
を
と
き
あ
ら
（
顕
）
は
す
、
此
れ

　
　
　
　
十
二
左
・
1
0
臼

即

ち
本
因
本
果
の
法
門
な
り
。
九
界
も
無
始
の
仏
界
に
具
し
、
仏
界
も
無

’

L



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
第
．
ー
四
口
ど

始
の
九
界
に
備
は
り
て
真
の
十
界
互
具
百
界
千
如
の
【
念
三
千
な
る
べ
し
。

か

く
（
う
）
て
か
へ
り
み
れ
は
、
華
厳
経
の
台
上
十
方
、
阿
含
経
の
小

釈

迦
、
方
等
・
般
若
・
金
光
明
・
阿
弥
陀
経
・
大
U
経
等
の
権
仏
等
は
、

此

の

寿
量
品
の
仏
の
天
月
の
、
し
ば
ら
く
影
を
大
小
の
器
に
浮
べ
給
ふ
」

等
と
〔
巳
上
は
『
開
目
抄
＝
二

　

明
ら
け
し
。
寿
量
品
の
然
善
男
子
我
実
成
仏
已
来
等
の
文
底
に
正
し
く

一
念
三
千
の

無
始
の
古
仏
を
顕
は
す
こ
と
を
。

『
観
心
本
尊
抄
』
（
－
r
五
昏
）
に
云
く
、
F
寿
量
品
に
云
く
、
然
我
実
成
仏

巳
来
無
量
無
辺
百
千
万
億
那
由
他
劫
等
．
ム
．
ム
。
我
等
が
己
心
の
釈
尊
は
五

百
塵
点
、
乃
至
所
顕
の
三
身
に
し
て
、
無
始
の
古
仏
な
り
」
と
己
L
）
。

　
　

4
【
十
方
法
界
】
十
方
の
地
獄
な
い
し
仏
の
十
界
を
い
う
。
　
5

　
　

【
依
正
不
二
】
依
報
（
1
1
器
世
間
）
と
正
報
（
u
衆
生
世
間
）
と
が

　
　
不
．
一
に
し
て
一
体
で
あ
る
こ
と
。
　
6
【
身
土
一
体
】
身
心
と
国
土

　
　

と
が
一
体
で
あ
る
こ
と
。
　
7
【
三
身
の
徳
用
】
三
身
即
一
に
し
て

　
　

常
住
な
る
本
極
法
身
一
仏
（
自
釈
尊
）
の
功
徳
と
作
用
。
　
8
【
森

　
　
羅
万
法

を
釈
尊
白
受
用
本
覚
の
智
体
な
り
と
顕
は
す
故
に
、
我
が
身

　
　
心
即
ち
本
覚
の
如
来
な
り
と
信
ず
る
時
、
～
と
知
り
て
速
か
に
本
覚

　
　
無
作
の
仏
果
を
成
ず
】
こ
の
本
門
増
進
の
得
益
は
、
四
信
の
中
、
深

　
　
信
観
成
に
相
当
す
る
か
。
　
9
【
行
布
】
行
は
行
列
、
布
は
配
布
。

　
　
行
布
と
は
妙
楽
大
師
が
各
別
の
立
場
を
列
記
し
て
、
相
互
の
疎
通
を

　
　
欠
い
て
い
る
華
厳
の
教
理
を
批
判
し
て
使
用
し
た
用
語
で
あ
る
。

咀
　
法
身
の
非
寿
と
当
家
の
本
覚
（
の
〉
顕
本
と
の
異

　
問
ふ
．
、
妙
楽
二
、
記
［
の
九
本
の
．
．
．
ト
．
）
の
云
く
、
r
法
身
の
非
寿
は
諸

教
に
常
談
す
．
但
だ
未
だ
曽
て
久
成
の
遠
寿
を
説
か
す
」
と
．
．

　

然
る
に
高
祖
、
五
百
塵
点
の
久
成
を
以
て
破
　
近
情
（
迩
の
近
情
を

破
す
）
の
　
一
往
と
為
し
て
、
本
極
法
身
の
無
始
無
終
を
以
て
真
実
の
本
と

無

し
玉
ふ
は
、
法
華
の
．
沖
微
を
賎
し
み
て
還
っ
て
諸
経
の
常
談
を
貴
ぷ

に

似
た
り
。
如
何
ん
。

　
答
ふ
。
『
開
目
抄
」
の
上
（
片
五
）
に
云
く
t
　
n
＠
前
の
み
な
ら
ず
、
　

門
L
四
品
、
一
向
に
爾
前
に
同
ず
。
本
門
卜
四
品
も
涌
出
・
寿
量
の
．
、
品

を
除
い
て
は
皆
な
始
成
を
存
せ
り
。
双
林
最
後
の
大
般
浬
繋
経
四
卜
巻
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
十
八
右
’
－
”
｛
，

其
の
外
の
法
華
前
後
の
諸
大
乗
経
一
字
一
句
も
な
く
法
身
の
無
始
無
終
は

と
け
ど
も
応
身
・
報
身
の
顕
本
は
と
か
れ
ず
」
と
こ
上
）
。

　

『
観
心
本
尊
抄
」
　
（
＝
－
六
O
に
云
く
、
［
寿
量
品
に
云
く
、
（
乃
至
）
所
顕

の

三
身

（に

し
て
）
無
始
の
古
仏
」
と
（
巳
上
）
。

　

『法
華
真
言
勝
劣
抄
』
（
内
の
．
一
．
十
五
の
八
昏
）
に
云
く
、
［
又
諸
経
に
は

始
成
正
覚
の
旨
を
談
じ
て
三
身
相
即
無
始
の
古
仏
を
顕
は
さ
ず
。
（
乃
至
）

寿
量
品
に
此
の
旨
を
’
顕
は
す
」
と
。
又
（
卜
＝
云
く
、
r
大
日
経
並
ぴ

に

諸
大
乗
経
の
無
始
無
終
は
法
身
の
無
始
無
終
な
り
。
三
身
の
無
始
無
終

に
は
非
ず
」
と
こ
上
。

　

r
に
知
る
へ
し
。
高
祖
は
五
百
塵
点
久
成
の
遠
寿
を
以
て
能
顕
と
為
し
、

三
身
相
即
無
始
の
古
仏
を
以
て
所
顕
と
為
し
て
、
此
の
所
顕
の
三
身
無
始



の

古

仏
を
撮
り
て
、
以
て
諸
経
超
過
の
大
法
（
真
浄
大
法
二
・
一
コ
三

dh
a
i
・
m
a
－
p
a
r
y
t
－
i
y
a
－
本
極
法
身
）
と
為
し
玉
ふ
な
り
。

⑫
　
経

文
は
且
く
身
・
土
を
分
ち
〔
　
つ
も
）
仏
意
は
身
・
土
一
体
（
に

　
　
あ
り
「

　
問
ふ
。
経
文
に
は
能
依
の
身
を
説
く
に
は
修
成
に
約
し
て
我
成
仏
巳
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん
ぬ

五
百
塵
点
劫
と
説
き
、
所
依
の
土
を
説
く
に
は
本
有
に
約
し
て
我
浄
ヒ
不

　
　
　
　
　
　
1
7
　
　
　
　
　
1
1
十
八
r
e
　
・
　
－
　
－
－
＿
　
，
．
　
　
　
　
と
も

殴
而

衆
見
焼
尽
と
説
く
。
高
祖
、
何
ぞ
身
・
土
倶
に
本
有
常
住
に
約
し

て
、
三
千
常
住
の
旨
を
明
し
玉
ふ
耶
。

　
答
ふ
。
経
文
は
始
覚
の
近
情
を
破
せ
ん
が
為
に
、
且
く
修
・
性
を
以
て

身
・
土
を
分
ち
、
能
依
の
身
に
於
て
五
百
塵
点
劫
の
成
仏
を
立
つ
。
是
れ

則
ち
衆
生
無
始
よ
り
巳
来
た
謂
ひ
馴
し
夢
中
の
心
地
な
る
が
故
に
、
夢
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
と
り

の

心
地
に

従
っ
て
且
く
身
・
土
を
分
か
つ
。
而
も
意
は
本
覚
の
癌
の
本
心

を
訓
ゆ
。
故
に
仏
意
は
土
（
は
）
即
（
ち
）
是
れ
身
な
り
。

　

『
弘

決
』
（
、
の
」
の
六
十
五
）
に
r
迷
情
に
従
ふ
が
故
に
依
（
報
）
・

正

（
報
）
を
分
か
つ
。
理
智
に
従
ふ
が
故
に
、
依
（
報
二
は
）
即
（
ち
）

是
れ

正

（
報
）
な
り
」
と
云
へ
る
は
、
其
の
意
な
り
。

　
当
に
知
る
べ
し
。
経
文
は
始
覚
近
情
を
破
せ
ん
が
為
に
、
且
く
迷
情
に

従
っ
て
依
・
正
を
分
か
つ
。
高
祖
は
当
品
の
仏
意
を
顕
は
さ
ん
が
為
に
、

依
　
（
＝
＝
依
報
1
1
土
）
即
ち
是
れ
正
（
1
1
正
報
1
1
身
）
な
る
こ
と
を
示
し
玉
ふ
。

　

『惣
勘
文
抄
』
（
内
の
÷
四
の
’
1
’
十
四
）
に
云
く
、
「
十
界
の
外
に
仏
無
く
、

仏
の

外
に
十
界
無
し
。
依
正
不
二
、
身
土
不
二
な
り
。
一
仏
の
身
体
を
以

　
　
　
　
法
華
経
集
成
の
根
本
原
理
〔
伊
藤
｝

て

寂
光
土
と
云
ふ
。
是
の
故
に
無
相
の
極
理
と
云
ふ
な
り
」
と
。
又
（
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
0
　
　
　
　
　
　
　
二
十
九
右
・
4
、
・
9

十
五
昏
二
云
く
、
F
三
身
と
四
土
を
和
合
し
て
仏
一
体
の
徳
な
る
を
寂
光

仏

と
云
ふ
。
寂
光
仏
を
以
て
円
教
の
仏
と
為
し
、
円
教
の
仏
を
以
て
癌
の

実
仏
と
為
す
」
と
〔
L
上
二
、

　
身
土
一
体
、
其
の
義
を
知
る
可
し
．
．
『
記
』
の
九
本
（
五
昏
）
、
『
義
例
』

へ

ト
L
昏
）
等
、
見
合
せ
よ
。

　
　
44

【
法

身
（
の
）
非
寿
】
法
身
の
無
始
無
終
の
こ
と
。
法
身
は
無
始

　
　
無
終
の
理
法
で
あ
る
か
ら
寿
量
の
長
短
な
か
る
べ
し
、
よ
っ
て
非
寿

　
　

と
い
う
。
三
身
常
住
（
ー
本
極
法
身
）
に
対
す
る
。
　
4
5
【
本
覚
顕

　
　
本
】
本
と
は
真
実
の
本
で
あ
り
本
極
法
身
の
無
始
無
終
を
い
う
。
本

　
　

を
証
す
る
こ
と
を
本
覚
と
い
う
。
本
を
顕
わ
す
を
顕
本
と
い
う
。
本

　
　
極
法

身
と
は
三
身
相
即
無
始
の
古
仏
（
に
し
て
無
終
の
新
仏
）
、
す

　
　

な
わ
ち
↓
二
身
常
住
を
い
う
。
　
4
6
【
沖
微
】
遠
く
深
く
（
－
－
沖
）
微

　
　

妙
な
る
こ
と
。
　
4
7
【
我
浄
土
…
衆
見
焼
云
々
】
如
来
寿
量
品
第
十

　
　
六

の

偏
文
な
り
。
「
我
が
浄
土
は
殿
れ
さ
る
に
而
も
衆
は
焼
け
尽
き

　
　
て

憂
怖
諸
の
苦
悩
か
く
の
如
き
悉
く
充
満
せ
り
と
見
る
」
と
訓
む
。

　
　
48

【
依
’
正
】
依
は
依
報
ー
器
世
間
で
所
依
の
土
、
正
は
正
報
1
1
衆

　
　
生
世

間
で
能
依
の
身
（
心
）
c
）
　
4
9
【
無
相
の
極
理
】
三
身
常
住
な

　
　

る
無
始
の
古
仏
は
、
依
・
正
の
対
相
、
身
・
土
の
対
相
な
く
し
て
、

　
　

依
正
不
二
・
身
土
一
体
で
あ
り
、
一
仏
身
体
即
常
寂
光
土
で
あ
る
か

　
　

ら
、
無
相
の
極
理
（
－
本
極
法
身
）
で
あ
る
。
　
5
0
【
四
十
】
凡
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
九



法
華
文
化
研
究
（
第
、
．
ト
四
号
）

　
　
　

同
居
土
（
凡
人
と
聖
人
が
同
居
す
る
土
で
臓
±
と
浄
士
あ
り
）
、
方

　
　
　

便
有
余
土
（
見
思
の
煩
悩
を
断
ず
る
も
塵
沙
・
無
明
の
煩
悩
未
断
の

　
　
　

ゆ
え
に
有
余
と
い
う
）
、
実
報
無
障
擬
土
（
中
道
の
理
を
明
証
す
る

　
　
　

菩
薩
の
土
な
り
）
、
常
寂
光
土
（
常
と
は
常
住
、
寂
と
は
解
脱
、
光

　
　
　

と
は
智
慧
、
こ
れ
を
仏
国
十
と
す
る
）
を
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゃ
り
ウ
う

　
　
　
　

※
　
記
し
て
云
う
．
、
且
立
は
仮
立
な
り
。
『
華
厳
五
教
章
」
の
種

　
　
　

性
差
別
に
は
仮
立
を
用
う
。
大
乗
始
教
に
F
五
性
各
別
説
」
有
り
。

　
　
　

是

を
法
爾
・
暫
時
・
分
位
に
分
つ
。
法
爾
は
因
位
と
し
て
五
性
各
別

　
　
　

な
る
を
云
う
。
暫
時
は
行
位
の
上
に
、
分
位
は
果
位
の
上
に
、
そ
れ

　
　
　

ぞ
れ

五
性
各
別
を
仮
り
に
立
つ
る
を
云
う
。
大
乗
終
教
は
一
切
衆
生

　
　
　

悉

有
仏
性
を
も
っ
て
真
実
と
な
す
な
り
。
頓
教
は
唯
一
真
如
離
言
説

　
　
　

相
を
名
け
て
種
性
と
為
す
。
円
教
中
同
教
一
乗
は
諸
教
に
明
す
性
・

　
　
　

習
の
二
種
性
を
摂
し
具
足
し
て
主
伴
和
合
し
て
宗
を
成
ず
。
別
教
一

　
　
　

乗
は
性
習
二
種
性
は
甚
深
に
し
て
因
果
無
二
な
り
と
云
う
。

（
3
5
）
拙
著
『
法
華
経
成
立
論
史
　
法
華
経
成
立
の
基
礎
的
研
究
　
」
四
〇
九

　

頁
に
示
し
た
も
の
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。


