
釈
尊
入
滅
の
必
然
を
明
か
し
た

『法
華
経
』
「如
来
寿
量
品
」

苅

谷

玄

翁

（定

彦
）

は
じ
め

に

従
来
、
「如
来
寿
量
品
」
は
仏
陀
釈
尊
の

「常
住
」
即
ち
永
遠

・
不
死
を
説
き
、
そ
の
入
滅
は

「方
便
」
（真
実
と
対
に
な
る
概
念

で
、
衆
生
教
化
の
た
め
の
暫
定
的
な
仮
の
手
段
）
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
近
代
仏
教
学
の

立
場
か
ら

『法
華
経
』
梵
本

（原
典
）
に
直
接
に
当

っ
て
得
ら
れ
た
も
の
と
は
到
底
言
い
難
い
。

『法
華
経
』
を
通
覧
す
る
に
、
「序
品
」
で
、
日
月
燈
明
仏
は

『法
華
経
』
説
示
の
後
、
直
ち
に
入
滅
し
て
し
ま
い
、
会
座
に
居
な

か
っ
た
八
王
子
は
止
む
な
く

〈仏
滅
後
〉
に

『法
華
経
』
を
唱
導
す
る
妙
光
菩
薩
の
弟
子
と
な
り
、
『法
華
経
』
を
聴
聞
し
て
順
次

に
仏
に
成

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
最
後
の
も
の
が

「燃
燈
仏
」
で
あ

っ
た
と
あ
る
。
「仏
乗
品
」
翁
妙
法
華
』
「方
便
品
し

で
は
、

「
一
切
衆
生
は
本
来
か
ら
ぼ
さ
つ

（成
仏
確
定
者
）
で
あ
る
」
と
い
う
根
本
主
張
に
基
づ
い
て
、
舎
利
弗
等
の
千
二
百
の
声
聞

ｏ
阿
羅

漢
に
授
記
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は

「仏
の
滅
後
は
除
く
」
翁
土
田
本
』
●
・ら

じヽ
）
と
あ

っ
て
、
あ
く
ま
で
も

「仏
に
面
と
向
い

あ

っ
て
い
て
」
↑

仏
在
世
時
）、
買
仏
か
ら
）
直
接
に
」
『法
華
経
』
を
聞
い
た
声
聞
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
「宿
世
か
ら
の
結
び
つ

き
品
」
翁
妙
法
華
』
「化
城
喩
品
し

で
も
、
大
通
智
勝
仏
が

『法
華
経
』
を
説
い
た
時
、
声
聞
と
十
六
人
の
沙
弥

・
菩
薩
は
そ
の
所

社
ネ
学
業
　
第

二
十
二
号



説
を
受
け
入
れ
た
が
、
多
く
の
人
々
は
疑
惑
を
懐
い
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
仏
は
直
ち
に
禅
定
に
入
り
、
そ
の
後
に
は
入
滅
し
た

の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
多
く
の
人
々
の
教
化
は
仏
の
入
定
中
と

〈仏
滅
後
〉
と
の
十
六
人
の
沙
弥

。
菩
薩
の

『法
華
経
』
唱
導
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
。
「法
師
品
」
に
至

っ
て
は
、
会
座
に
居
る
声
間
、
独
覚
、
菩
薩
の

「そ
れ
ら
全
て
は
ぼ
さ
つ
で
あ
る
」
故
に
全
員

に
授
記
し
て
後
は
、　
一
転
し
て

〈仏
滅
後
〉
の
衆
生
が
こ
の
法
門
を
聞
い
て
随
喜
す
る
な
ら
ば
成
仏
す
る
と
授
記
し
て
お
り
、
「仏

在
世
時
」
と

〈仏
滅
後
〉
が
峻
別
さ
れ
て
、
こ
の
後
の
所
説
は
全
て

〈仏
滅
後
〉
の
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
「見
宝
塔
品
」
で
は
、

今
仏
釈
尊
は
生
き
た
ま
ま
仏
塔
に
入
り
、
多
宝
仏
と
の
並
座
に
よ

つ
て
己
の
入
滅
を
明
示
し
て
、
〈仏
滅
後
〉
に
お
け
る

『法
華

経
』
唱
導
者
を
勧
募
す
る
。
こ
れ
に
応
じ
て

「従
地
涌
出
品
」
で
、
無
量
の
菩
薩
が
地
下
か
ら

″虚
空
″
と
い
う
謂
わ
ば
カ
プ
セ
ル

に
身
を
包
ん
で
涌
出
す
る
。
こ
の
地
涌
菩
薩
を
教
化
し
た
仏
は
誰
か
を
廻

っ
て

「如
来
寿
量
品
」
の
所
説
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「常

不
軽
菩
薩
品
」
に
お
け
る
常
不
軽
菩
薩
の

″呼
び
か
け
″
も
ま
た
、
威
音
王
仏
の

〈仏
滅
後
〉
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

『法
華

経
』
の
明
か
す

「
一
切
衆
生
本
来
か
ら
ぼ
さ
つ
」
に
基
づ
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
〈仏
滅
後
〉
に
お
け
る

『法
華
経
』
唱
導
こ

そ

〈仏
滅
後
〉
の
真
の
菩
薩
行
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、
最
終
章
で
あ
る

「如
来
神
力
品
」
に
お
い
て
、
地
涌
菩
薩
に
の
み

『法
華
経
』
が
付
嘱
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
仏
の
入
滅
と
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
様
々
な
事
象
を
包
括
す
る

〈仏
滅
後
〉
と
い
う
概
念
は

『法
華
経
』

の
思
想
解
明
上
、
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い

″キ
ー
ワ
ー
ド
″
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「如
来
寿
量
品
」
は
釈
尊
の

「常

住
」
即
ち
永
遠

・
不
死
を
明
か
す
と
い
う
従
来
か
ら
の
通
念
は
こ
れ
と
真
向
か
ら
相
違
し
、
ま
さ
に
矛
盾
も
甚
だ
し
い
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

こ
こ
に
、
梵
文
テ
キ
ス
ト
を
精
読
し
、
『法
華
経
』
を

一
貫
す
る
文
脈
を
読
み
取

っ
て
、
そ
の
思
想
を
考
究
す
る
必
要
を
痛
感
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
「現
行
法
華
経
」
（梵
本
）
に
は
、
本
来
の

『法
華
経
』
に
後
代
に
な

っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
異
質
の
思
想



を
説
く
所
謂

「後
分
」
た
る
品
や
文
言
が
数
多
く
存
し
て
お
り
、
ま
た
逆
に
、
本
来
の
文
言
が
改
賀
さ
れ
た
り
、
削
除
さ
れ
て
し

ま

っ
た
所
も
無
数
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
故
に
、
そ
の
精
読
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
己
の
能
力
不
足
は
も
と
よ
り
承

知
の
上
で
、
そ
れ
に
取
り
組
み
た
い
。

〔１
〕
「従
地
涌
出
品
」
の
考
察

１
　
地
涌
菩
薩

（＝

〈仏
滅
後
〉
の
法
華
経
唱
導
者
）
の
出
現

「見
宝
塔
品
」
で
、
釈
尊
が
多
宝
仏
塔
の
中
か
ら

〈仏
滅
後
〉
の
法
華
経
唱
導
者
を
勧
募
し
た
と
こ
ろ
、
「従
地
涌
出
品
」
で
、
所

謂
十
方
分
身
仏
に
随
伴
し
て
来
た
他
方
の
菩
薩
ま
で
も
が
こ
の
娑
婆
世
界
で
の
唱
導
を
申
し
出
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
釈
尊
は
直
ち
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
お
前
た
ち
に
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
貰
わ
な
く
て
も
よ
い
。
じ
つ
に
こ
こ
な
る
私
の
娑
婆
世
界
に
は
、
多
な
る
コ
ー
テ
ィ
・
ナ

ユー
列
・―
司
・―
刊
倒
劃
目
洲
劇
引
」
Ｃ
Ｎｕω・Ｈ？
μじ

買
彼
ら
が
）
私
の
滅
後
、
こ
の
法
門
を
憶
持
し
、
語
っ
て
聞
か
せ
、
解
説
す

る
で
あ
ろ
う
」
Ｃ
。Ы
ω。いい‥
い０

「世
尊
に
よ
っ
て
こ
の
言
葉
が
語
ら
れ
る
や
、
こ
の
娑
婆
世
界
は
い
た
る
と
こ
ろ
裂
け
割
れ
た
。

そ
し
て
裂
け
目
か
ら
金
色
の
身
体
に
二
十
二
相
を
備
え
た
多
な
る
コ
ー
テ
ィ
・
…

・
千
の
菩
薩
が
立
ち
現
れ
た
。
（い」
れ
ら
の

者
は
）
こ
の
同
じ
娑
婆
世
界
に
依
り
か
か
っ
て
、
こ
の
大
地
の
下
の
虚
空
界
に
住
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
じ
つ
に
世
尊
の
こ

の
言
葉
を
聞
く
や
、
大
地
の
下
か
ら
出
て
き
た
の
で
あ
る
」
Ｃ
。８
ω。あ
‐Ｎじ

そ
の
時
、
弥
勒
菩
薩
は
偶
で
も
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

釈
ヰ
入
人
の
踏
求
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
未
寿
量
品
」



「多
な
る
千

・
ナ
ユ
タ

・
コ
ー
テ
ィ
も
の
無
数
の
者

（＝
地
涌
菩
薩
）
は
か
つ
て

（地
上
に
は
）
い
な
か
っ
た
者
で
あ
る
。
両
足

尊
よ
、
こ
れ
ら
菩
薩
に
つ
い
て
語
ら
れ
よ
」
〔麗
〕

「
一
体
、
誰
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
者
に
教
法
が
説
か
れ
た
の
か
、
誰
に
よ
っ
て
菩
提
に
向
け
て
出
立
せ
し
め
ら
れ
た
の
か
、
誰

の
教
誠
を
好
楽

（遵
守
）
し
て
し
て
い
る
の
か
、
誰
の
教
誠
の
保
持
者
な
の
か
」
〔
２５
〕

「
こ
れ
ら
の
者
は
我
々
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
い
か
な
る
時
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
。
世
界
の
教
導
者
よ
、
彼
の
名

↑
翠
５

Ｓ
の「”）
を
我
々
に
告
げ
よ
」
〔２８
〕

こ
れ
ら
地
涌
菩
薩
が
金
色
に
輝
き
三
十
二
相
を
備
え
た
高
位
の
菩
薩
で
あ
る
の
は
、
そ
こ
に
長
期
に
わ
た
る
仏
の
教
化
が
あ
っ
た

か
ら
で
、　
一
体
い
か
な
る
仏
が
教
化
し
た
の
か
、
彼
ら
は
い
か
な
る
仏
の
教
誠
に
随
従
し
、
保
持
し
て
い
る
の
か
、
弥
勒
は
そ
の
仏

の
名
を
問
う
た
の
で
あ
る
。

２
　
釈
尊

″
一
人
″
に
よ
る
地
涌
菩
薩
の
教
化

釈
尊
は
こ
れ
に
対
し
て

「善
い
哉
、
お
前
が
尋
ね
る
事
柄
は
じ
つ
に
重
要
で
あ
る
」
Ｃ
。ＮＯ
ド・べ‐９

と
前
置
き
し
、
次
の
よ
う
に

詈
甲
つ
。「さ

て
、
世
尊
は
全

・
ぼ
さ
つ
・
ガ
ナ
に
言
わ
れ
た
。
『
（お
前
た
ち
）
全
て
は
私
が
語
る
こ
と
に
注
意
深
く
あ
れ
。
如
来
は
今

や
如
来
の
威
力
、
如
来
の
働
き
、
如
来
の
遊
戯
、
如
来
の
奮
迅
、
如
来
の
勇
猛
を
説
き
明
か
す
』
と
」
Ｃ
・８
ド・”
卜じ

こ
れ
に
続
け
て
、
掲
で
も

っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

買
お
前
た
ち
）
全
て
は
堅
固
心
を
も
ち
、
明
晰
な
意
識
を
も
っ
て
、
心
統

一
で
あ
れ
。
じ
つ
に
如
来
の
稀
有
に
し
て
こ
れ
ま
で

（説
か
れ
た
こ
と
の
）
な
い
教
法
が
聞
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
〔
３４
〕



「善
逝
に
よ
っ
て
党
ら
れ
た
甚
深
の

（仏
の
）
特
質
は

（凡
夫
の
）
思
慮
分
別
を
超
え
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
量
は
な

い
。

私
は
冽
創
日
刊
引
倒
ｑ
側
圏
「
川
ョ
到
ｕ
判
■‐
調
悧
引
剤
則
馴
期
を
説
き
明
か
そ
う
。
そ
れ
ら
（仏
の
為
し
業
）
が
ど
の
よ
う
で
（Ч剛〓

のキ
じ
、
い
か
な
る
よ
う

Ｃ
”，
じ

で
あ
る
か
、
私
か
ら
聞
け
」
〔
３６
〕

こ
れ
は
、
「仏
乗
品
」
で

「如
来
は
稀
有
に
し
て
未
曽
有
の
特
質
を
備
え
て
い
る
」
Ｃ
Ｎ∞し
、
「そ
う
言
う
だ
け
で
充
分
で
あ

る
」
Ｃ
。図
いヽｏ‐Ｎｅ
、
買
私
に
よ
っ
て
）
覚
ら
れ
た

（仏
の
）
特
質
は
甚
深
で
微
妙
で
、
（凡
夫
の
）
思
慮
分
別
を
超
え
て
い
る
」
貧

）千

Ｈ９

故
に
、
「仏
の
意
図
の
こ
れ
か
ら
語
ら
れ
る
と
こ
ろ

（３
月
Ｑ訂
‐げ
訂
貿
”と

Ｃ
・図
・Ｈ９

に

「勝
解

Ｃ
一Ｆ
一日
饉〓
）高
貴
な
る
志
向
）

を
備
え
た
者
と
な
れ
」
貧

・
千
８
）
と
告
げ
て
、
仏
出
現

（説
法
）
の
唯

一

（＝
究
極
）
任
務

（Ｉ
呵
じ

の
何
で
あ
る
か
を
説
き
明
か

し
た
の
と
全
く
軌
を

一
に
す
る
も
の
で
、
こ
れ
か
ら
の
所
説
が
、
仏
出
現
の
任
務
を
明
か
し
た
の
に
匹
敵
す
る
重
大
な
事
柄
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
後
、
釈
尊
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
れ
ら
全
て
の

（地
涌
）
菩
薩
は

（私

（＝
釈
尊
）
が
）
無
上
等
正
党
を
覚
っ
て
後
に
、
私
に
よ
っ
て
、
無
上
等
正
党
に
お
い

て
鼓
舞
さ
れ
た
者

↑
目
巳
ぼ
中じ

で
あ
る
。
（さ
ら
じ

私
に
よ

っ
て
成
熟
せ
し
め
ら
れ
た
者

Ｃ
生
ｕ
謬
Ｆ
）
で
ぁ
る
」

（
‐４
）

（●
・ＮＯＮ
。Ｎ‐ドド）

こ
こ
に
、
こ
れ
ら
地
涌
菩
薩
の
正
覚
に
向
け
て
の
鼓
舞
か
ら
成
熟
に
至
る
教
化
が
、
釈
尊
と
い
う
た
っ
た

″
一
人
″
の
仏
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
の
だ
と
、
じ
つ
に
驚
愕
す
べ
き
こ
と
が
釈
尊
自
身
の
日
か
ら
明
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が

「如
来
の
威

力
、
働
き
、
…
…
勇
猛
」
な
ど
の

「
（如
来
の
特
質
の
）
為
し
業
」
（〔８
色
）
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
続
け
て
言
う
。

（
‐５
）

「
こ
れ
ら
全
て
の
者
は
私
に
よ
っ
て
正
党
に
向
け
て
鼓
舞
さ
州
川
の
で
あ
り
、
じ
つ
に
私
の
国
土

（＝
娑
婆
世
界
）
に
住
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
全
て
の
者
は
じ
つ
に
私
に
よ
っ
て
成
熟
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
（そ
の
意
味
で
）
こ
れ
ら
は

じ
つ
に
私
の
息
子

（と
云
っ
て
よ
い
の
）
で
あ
る
」
〔
３８
〕

釈
キ
入
戌
の
踏
人
を
明
か
し
た

『法
斗
経
』
「キ
来
寿
壼
品
」



こ
う
し
て
、
こ
こ
に

「か
つ
て

（説
か
れ
た
こ
と
の
）
な
い
教
法
」
（〔〓
ε
）
が
明
か
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
念
を
押

し
て
い
る
。

「
こ
の
私
の
言
葉
は
無
漏
で
、
真
実
で
あ
る
。
（そ
れ
を
）
聞
い
た
か
ら
に
は

（お
前
た
ち
は
）
全
て
私
の

（言
葉
を
）
信
じ
よ
。

こ
の
よ
う
に
は
る
か
以
前
に

（ｏＦ
目
）
私
に
よ
っ
て
最
高
の
正
覚
が
得
ら
れ
た
の
だ
。
（そ
れ
以
来
、
ず
っ
と
）
こ
れ
ら

（地
涌

菩
薩
の
）
全
て
は
じ
つ
に
私

（″
一
人
し

に
よ
っ
て
成
熟
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
の
だ
」
〔
４３
〕

こ
の

「私
の
正
覚
は
は
る
か
以
前

♂
ざ
日
）
で
ぁ

っ
た
」
と
い
う
発
言
は
、
極
め
て
重
大
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
無
数

の
地
涌
菩
薩
を
こ
こ
ま
で
教
化
す
る
に
は
、
そ
れ
こ
そ
無
数
の
過
去
仏
が
そ
れ
に
携

っ
た
ハ
ズ
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
に
は
、
極
め

て
長
期
間
を
要
し
た
こ
と
も
理
の
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
は
釈
尊

″
一
人
″
で
あ

つ
た
と
言
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。

３
　
弥
勒
菩
薩
の
疑
念
―
―
彼
の

″早
や
合
点
″

そ
れ
故
に
、
弥
勒
菩
薩
は
世
尊
に
次
の
よ
う
に
告
げ
る
。

コ
こ
れ
は

一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
し
よ
う
か
。
如
来

（＝
今
仏
釈
尊
）
に
よ
っ
て
、
（あ
な
た
が
）
か
つ
て
王
子
で
あ
っ
た
時
、

釈
迦
族
の
都
、
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
か
ら
出
て
、
ガ
ヤ
の
町
の
程
遠
く
な
い
菩
提
道
場
の
座
で
無
上
等
正
覚
が
覚
ら
れ
た
の
で

あ
り
、
そ
の
時
か
ら
今
に

（わ
ず
か
）
四
十
余
年
で
す
。
ど
う
し
て
、
そ
れ
程
の

（短
）
期
間
に
、
如
来
に
よ
っ
て
こ
の
無
量

の
如
来
の
為
し
業

Ｃ
，
躍

，Ｓ
井
彎
じ

が
な
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
（あ
な
た
の
言
に
よ
れ
ば
）
こ
の
菩
薩

・
ガ
ナ
は
そ
れ
程

の

（短
）
期
間
に
無
上
等
正
覚
に
お

い
て
鼓
舞
さ
れ
、
成
熟
せ
し
め
ら
れ
た

（こ
と
に
な
る
）
の
で
す
。
そ
の
菩
薩

・
ガ
ナ

（の
数
）
は
、
計
算
す
る
と
し
て
、
コ
ー
テ
ィ
‥
‥
・
千
の
切
を
経
て
も
、
そ
の
終
り
の
得
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
そ

れ
程
に
こ
れ
ら
菩
薩
は
無
量
で
あ
っ
て
、
（し
か
も
）
す
で
に
久
し
く

（ｏ【『じ

梵
行

（＝
出
家
行
）
を
行
じ
て
き
た
者
、
多
な
る



百

・
千
の
仏
の
も
と
で
善
根
を
植
え
て
き
た
者
、
多
な
る
百

・
千
の
切
に
わ
た

っ
て

釜
口薩
行
を
）
成
就
し
て
き
た
者
で

（
・７
）

十ソ
』」
　
（り
。い０卜
）ωｌ
い０）

と
、
仏
に
疑
間
を
呈
す
る
。

し
か
し
、
先
の
釈
尊
の
発
言
内
容
を
見
る
に
、
確
か
に
そ
れ
ら
地
涌
菩
薩
の
教
化
は
自
分

一
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
言
明
し
て

い
る
が
、
そ
の
釈
尊
が
成
道
、
そ
の
後
の
説
法
以
来
、
今
に
四
十
余
年
の
今
仏
釈
尊
で
あ
る
と
は
ど
こ
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
釈
尊
は

「私
は
は
る
か
以
前
に
成
道
し
た
の
だ
。
（だ
か
ら
こ
そ
）
こ
れ
ら
地
涌
菩
薩
の
全
て
は
私

（″
一
人
し

が

成
熟
せ
し
め
た
の
だ
」
（〔お
ａ
〕

と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
は
、
全
く
弥
勒
の

一
方
的
な
思
い
込
み
、　
″

早
や
合
点
″
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
弥
勒
は
そ
れ
に
気
付
く
こ
と
な
く
、
さ
ら
に
言
葉
を
継
い
で
言
う
。

ズ
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
あ
な
た
は
）
彼
ら

（地
涌
菩
薩
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
仰
せ
で
す
。
『彼
ら
は
じ
つ
に
当
初
か
ら

（巴
ｒ

Ｓ
ｃ

私
に
よ
っ
て
鼓
舞
さ
れ
、
成
熟
せ
し
め
ら
れ
て
き
た
の
だ
』
と
」
Ｃ
。Ｓ
ｕ・Ｔ
じ

こ
こ
に
は
、
弥
勒
が
釈
尊
は
２９
歳
出
家
、

３５
歳
成
道

・
説
法
以
来
今
に
四
十
余
年

（そ
し
て
８０
歳
入
滅
）
と
い
う
世
間
の
通
念
に

縛
ら
れ
て
、
釈
尊
の
言
葉
に
合
点
が
行
か
ず
、
そ
れ
で
は
理
に
合
わ
な
い
と
す
る
仏
へ
の
詰
間
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
弥
勒

自
身
も
察
し
た
の
で
あ
ろ
う
、
慌
て
て

「勿
論
、
私
ど
も
は
如
来
の
お
言
葉
を
信
を
も

っ
て
受
け
入
れ
る
者
で
す
」
９
８
ｏ。卜‐９

と
言
い
、
し
か
し
乍
ら
、
「新
し
く

（〈仏
乗
〉
と
い
２ヽ

乗
に
よ
っ
て
出
立
し
た
菩
薩
た
ち
は
疑
念
を
懐

い
て
い
ま
す
」
Ｃ
Ｎｏｕ）？

じ

と
言

っ
て
、
仏
詰
間
の
責
め
を
会
座
の
新
発
意
の
菩
薩
に
も
振
り
分
け
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

買
ま
し
て
）
如
来
が
入
滅
さ
れ
た
後
と
い
う
状
況
下
で
は
、
こ
の
法
門
を
聞

い
て
も

（誰
も
）
受
け
入
れ
ず
、
信
じ
な

い
で

し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
ど
う
か
、
そ
の
訳
を
説
い
て
下
さ
い
。
我
々
が
こ
の
教
法
に
疑

い
な
き
者
と
な
り
、
未
来
時
に
善
男

子

・
善
女
人
が
聞
い
て
も
疑
い
を
起
さ
な
い
よ
う
に
」
Ｃ
・８
ｏヽ
Ｎ‐卜じ

水
専
入
人
の
踏
終
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
来
寿
壼
品
」



続
く
掲
頌
段
に
お
い
て
も
、

「あ
な
た
に
は
、
こ
の
よ
う
な
不
可
思
議
な
こ
と

（＝
如
来
の
為
し
業
）
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
ど
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
ぼ
さ
つ

た
ち

（＝
会
座
の
四
衆
）
が
信
じ
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
」
Ｔ
Ｎ
静
〕

買
ま
し
て
）
世
間
の
導
師
の
入
滅
後
に
、
こ
れ
が
信
じ
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
ど
う
し
て
あ
り
え
ま
し
ょ
う
か
。
（勿
論
）
我
々
に

は
疑
念
な
ど
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
あ
り
ま
せ
ん
。
（し
か
し
）
世
間
の
保
護
者
か
ら
直
に

（そ
の
訳
を
）
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
」

〔
５３
〕

と
あ

っ
て
、
こ
れ
で
も

つ
て

「従
地
涌
出
品
」
は
終
る
。
そ
れ
故
、
次
章

「如
来
寿
量
品
」
は
こ
の
弥
勒
の
疑
間
に
対
し
、
釈
尊
が

応
え
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

〔２
〕
「如
来
寿
量
品
」
の
考
察

１
　
釈
尊
の
成
道
は
は
る
か
昔

（「久
成
し

の
意
味

「如
来
寿
量
品
」
に
は
所
謂

「
三
誠
三
請
」
の
後
、
釈
尊
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
の
天

・
人

・
ア
ス
ラ
を
含
め
た
世
間

（の
人
々
）
は
全
て
次
の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。
『今
日
、
世
尊

・
釈
迦
牟
尼
如
来
に

よ
っ
て
、
（彼
が
）
釈
迦
族
の
家
か
ら
出
家
し
、
ガ
ヤ
の
大
都
城
で
菩
提
道
場
の
優
れ
た
頂
き
に
達
し
て
、
無
上
等
正
覚
は
党

ら
れ
た
』
と
。
し
か
し
乍
ら
、
私
が
無
上
等
正
党
を
覚

っ
て
か
ら

（今
に
）
多
な
る
コ
ー
テ
ィ
・
…

・
千
の
劫

（の
経
過
）
が

あ
る
の
で
あ
る
」
Ｃ
●
・８
∞）Ｎ
甲
Ｓ
ｏじ



こ
こ
に
、
今
仏
釈
尊
の
２９
歳
出
家
、

３５
歳
成
道
、
説
法
開
始
し
て
四
十
余
年
、
と
い
う
世
間
の
通
念
を
真
向
か
ら
否
定
し
て
、
そ
の

成
道
は

「多
な
る
コ
ー
テ
ィ

・
…

。
千
の
劫
」
の

″は
る
か
久
し
い
昔
″
で
あ

っ
た
と
言
う
。
そ
し
て
、
こ
の

「多
な
る
コ
ー

テ
イ

・
…

。
千
の
劫
」
を

「五
百
塵
点
劫
の
喩
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
直
後
に
、
「現
行
梵
本
」
に
は
次
の
よ
う
な

一
文
が
あ
る
。

「そ
の
時
よ
り
こ
の
方
、
私
は
こ
の
娑
婆
世
界
で
、
そ
し
て
他
の
コ
ー
テ
ィ
・
…

・
千
の
世
界
で
、
衆
生
に
教
法
を
説
い
て
い

スυ
」
　
（Ｕ
・ＮＮＯもト１０）

こ
れ
で
は
、
釈
尊
は
そ
の
は
る
か
以
前
に
成
道
し
て
以
来
、
今
に
至
る
ま
で
常
に
説
法
し
て
き
た
、
つ
ま
り
永
遠

。
不
死
で
あ
っ

た
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
、　
一
神
教
の
如
き
唯

一
絶
対
者
を
立
て
な
い
イ
ン
ド
の
宗
教
、
そ
の
な
か
の
仏
教

の
す
く
な
く
と
も
初
期
大
乗
仏
教
時
代
ま
で
は
、
仏
と
雖
も
人
間
で
あ
り
、
そ
の
限
り
、
生
じ
て
は
滅
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
全
く

理
に
合
わ
な
い
し
、
ま
し
て
、
こ
れ
ま
で
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
き
た
今
仏
釈
尊
の
出
現
以
前
の
無
量
の
過
去
仏
の
存
在
を
完

全
に
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
「寿
量
口巴

の
主
題
は
あ
く
ま
で
も
娑
婆
世
界
の
教
主
た
る
釈
尊
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

こ
こ
に

買
娑
婆
世
界
と
は
）
別
の
コ
ー
テ
ィ

・
千
の
世
界
で
も
」
と
あ
る
の
も
全
く
不
可
解
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
は
、
先
の

「法

師
品
」
で
唐
突
に
出
て
き
て
後
分
と
見
倣
さ
れ
る
と
こ
ろ
の

「私

（釈
尊
）
の
身
体
は
コ
ー
テ
ィ

・
千
の
国
土
で
堅
固
で
あ
る

（＝

生
き
て
い
る
）。
（そ
し
て
私
は
）
不
可
思
議

・
コ
ー
テ
ィ
の
劫

（の
間
）
衆
生
た
ち
に
教
法
を
説
く
」
貧
）下
Ｎｅ

と
あ
る
の
を
承
け
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
後
の
掲
頌
段

（所
謂

「自
我
偶
し

に

「私
に
は
不
可
思
議

ｏ
千

・
コ
ー
テ
ィ
の
劫

（の
間
）
常
に
こ
の
よ
う

な

″加
持
″
が
あ
る
。
（即
ち
）
こ
の
霊
鷲
山
か
ら
去
る
こ
と
は
な
い
し
、
ま
た

（娑
婆
世
界
と
は
）
別
の
、
コ
ー
テ
ィ
の
寝
台
や
床

几
を
備
え
た
処

（＝
仏
の
居
所
）
に

（常
に
在
る
）
の
だ
」
倉
１０
じ

―
―
こ
れ
も
後
分
―
―
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

点
か
ら
こ
の

一
文
は
後
分
に
他
な
ら
な
い
。

ネ
ヰ
入
人
の
踏
恭
を
明
か
し
た

『法
斗
終
』
「お
来
寿
壼
品
」



２
　
過
去
の
無
量
諸
仏
―
―
釈
尊
の
化
作

（コ
一ヽ
ヨ
．一じ

そ
れ
で
は
、
釈
尊
は
は
る
か
以
前
に
成
道
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
釈
尊

″
一
人
″
が

一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
ら
無
数
の
地
涌

菩
薩
を
教
化
し
て
き
た
と
言
う
の
か
。
こ
れ
に
応
え
る
べ
く
、
釈
尊
は
直
ち
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「そ
の
場
合
、
そ
の
間
に

（日
目
じ
　
″燃
燈
仏
″
に
始
ま
る

Ｃ
『３
ｒ
ｉ
）
諸
の
如
来

（の
世
に
出
現

・
説
法
し
た
こ
と
）
が
、
そ

し
て
、
そ
れ
ら
如
来
の
入
減
が
私
に
よ
っ
て
告
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら

（諸
仏
の
出
現
と
入
滅
）
は
じ
つ
に
私
に
よ
っ

て

″化
作
さ
れ
た
も
の
″　
貧
ｒ
ｐいこ

で
あ
る
」
Ｃ
・ＮＮｏも？
【９

「そ
の
間
に
」
即
ち
釈
尊
の
は
る
か
以
前
の
成
道
以
来
、
今
に
至
る
永
い
期
間
、
当
然
の
こ
と
乍
ら
存
在
し
て
い
た
の
は
無
量
の

過
去
諸
仏
で
あ
り
、
し
か
も
、
無
量
の
過
去
諸
仏
と
い
っ
て
も
決
し
て
無
始
時
以
来
の
過
去
仏
全
て
を
言
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も

「燃
燈
仏
」
を
始
点
と
し
、
過
去
七
仏
の
第
六
番
目
の
迦
葉
仏
を
終
点
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
間
に
存
在
し
た
極
め
て
限
ら

れ
た
過
去
諸
仏
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
燃
燈
仏
を
も

つ
て
始
点
と
す
る
の
は
、
今
仏
釈
尊
に
と

っ
て
燃
燈
仏
は
ま
さ
に

″
ル
ー
ツ
″

（始
祖
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
燃
燈
仏
を
始
祖
と
し
て
今
仏
釈
尊
に
至
る
謂
わ
ば
釈
尊
の
系
図
に
連
な
る
全
て
の

過
去
諸
仏
の
出
現

・
説
法
と
入
滅
と
は
じ
つ
は
釈
尊
に
よ
っ
て

″化
作
さ
れ
た
も
の
″　
↑
ｒ
●醸
）
だ
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

こ
に
、
地
涌
菩
薩
の
教
化
が

「私
」
即
ち
釈
尊

″
一
人
″
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う

「そ
の
訳
」
↑
雪
づ
畳
す
じ

が
明
ら
か
に
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「化
作
さ
れ
た
」
貧
〓
つご
）
と
は
一
体
い
か
な
る
意
味
な
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
検
討
し
た
が
、
今
、
そ
の
要

点
を
述
べ
る
な
ら
ば
、ゴ
日
二
Ｓ
ｏと
は
、
仏
の
も
つ
神
通
力
の
一
つ
で
あ
る
。Ｌ
日
】日
”）の
行
使
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ

て

″化
作
さ
れ
た
も
の
″
は
、
「化
作
」
と
い
う
訳
語
か
ら
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
、
全
く
実
体
の
な
い
架
空
の
も
の
、
あ
る
い
は
化



作
を
な
し
た
者

（能
化
作
者
）
の
意
の
ま
ま
に
動
く
ロ
ボ
ッ
ト
、
操
り
人
形
の
よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
例
え
ば
化
作
さ
れ

た
も
の
が

「人
」
で
あ
る
場
合
、
そ
の
人
は
あ
く
ま
で
も
主
体
性
を
も
っ
て
自
主
的
に
行
動
す
る
歴
と
し
た
生
身
の
人
間
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
能
化
作
者
と
所
化
作
者
と
の
関
係
は
決
し
て
主
従
関
係
と
か
、
統
合

。
被
統
合
の
関
係
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
両
者
の
関
係
を
見
事
に
生
か
し
て
い
る
の
が

「見
宝
塔
品
」
の
次
の

一
節
で
あ
る
。

「ま
た
、
も
し
そ
れ
ら
の
仏
が
己
の
説
法
場
に
涌
出
し
た

（こ
の
大
仏
塔
の
）
覆
い
を
取
り
除
き
、
（そ
の
中
に
坐
す
）
私

（＝
多

宝
仏
）
の
身
体
の
姿

貧
ヨ
３
●
習
甲
瀞
ヽ
学
じ

を
会
座
の
四
衆
に
示
さ
ん
と
欲
す
る
な
ら
、
時
に

（広
義
の
己
の
仏
国
土
内
の
）

（狭
義
の
）
十
方
の
仏
国
土
で
は
、
そ
れ
ら
如
来

（＝
能
化
作
者
）
に
よ
う
て

「化
作
さ
れ
た
身
体
を
有
す
る
」
（脚ヨ
３
訂
く，‐・
亨

日
ご
「
そ
の
身
体
は
化
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
如
来

（＝
所
謂

「分
身
仏
し

た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
名
前
で
各
自
の
仏
国
土

で
人
々
に
説
法
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
全
て

（自
国
に
）
集
め
て
、
そ
の
上
で
そ
れ
ら
化
作
さ
れ
た
身
体
を
有
す

る
如
来

（＝
分
身
仏
）
と

一
緒
に
な
っ
て

（仏
塔
の
）
覆
い
を
除
い
て
、
こ
の
私
の
身
体
の
姿
が
四
衆
に
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ

スυ
」
　
（●
・Ｎ００・い０１ＮＯ）

こ
こ
に
、
塔
中
の
多
宝
仏
の
姿
を
四
衆
に
見
せ
よ
う
と
す
る
仏
は
、
自
国
内
の
狭
義
の
十
方
世
界
に
現
在
す
る
仏
を
全
て
招
集
し
、

そ
の
全
員
の
承
諾
を
得
、
立
会
い
の
も
と
、
は
じ
め
て
仏
塔
の
切
り
開
き
が
出
来
る
と
言
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
招
集
し
開
塔
す
る

仏
は
能
化
作
者
で
あ
り
、
招
集
さ
れ
る
十
方
諸
仏
は
彼
に
よ

っ
て

「化
作
さ
れ
た
」
者

（＝
分
身
仏
）
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
個
々
の
仏
は
各
々
の
自
国
に
あ
っ
て
は
主
体
性
を
も

っ
て
説
法
教
化
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
能
化
作
者
の
仏
に
服
従

し
た
り
、
操
作
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
仏
教
教
団

（サ
ン
ガ
）
の
組
織
運
営
と
同
じ
で
あ
る
。
即
ち
、
現
前

サ
ン
ガ
で
は
、
布
薩
な
ど
の
行
事
は

一
定
地
域
内

（＝
界
内
）
の
比
丘
の
全
員
参
加

・
全
員

一
致
を
原
則
と
し
、
個
々
の
比
丘
は
師

匠
と
弟
子
、
あ
る
い
は
教
義
の
授
者
と
受
者
と
い
っ
た
関
係
と
は
全
く
関
り
な
く
、
あ
く
ま
で
対
等
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
上
下
関
係
、

ふ
斗
入
人
の
踏
人
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
未
寿
壼
品
」



主
従
関
係
な
ど

一
切
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
、
こ
の
十
方
分
身
仏
の
招
集
は
、
唯

一
絶
対
者
を
立
て
な
い
仏
教
に
あ
つ
て
、

一
種
の
諸
仏
の
相
互
連
帯
保
証
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
こ
こ
に
は
十
方
現
在
諸
仏
の
釈
迦
仏

へ
の
統

一
と
い
う
よ
う

な
観
念
は
微
塵
も
窺
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
招
集
者

（＝
能
化
作
者
）
と
招
集
さ
れ
る
十
方
諸
仏

（＝
所
化
作
者
）
と
の
関
係
を
空
間
的
な
、
横
軸
の
関
係
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
を
時
間
的
な
、
縦
軸
の
関
係
に
し
た
も
の
が
、
釈
尊
を
も

っ
て
能
化
作
者
と
し
、
燃
燈
仏
以
降
の
過
去
諸
仏
を
そ
の

釈
尊
に
よ
っ
て
化
作
さ
れ
た
も
の
と
す
る
、
こ
の
両
者
の
関
係
に
他
な
ら
な
い
。

３
　
諸
仏
の
出
現

（説
法
）
と
入
滅
―
―
釈
尊
の
寿
命
の
発
現

こ
う
し
て
、
地
涌
菩
薩
の
教
化
が
釈
尊

″
一
人
″
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
、
そ
の
訳
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
そ
の
場
合
、
そ
の
教
化
が
燃
燈
仏
に
始
ま
る
過
去
諸
仏
の
出
現
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
す
る
の
は
よ
い
と
し
て
も
、
な
ぜ
そ

れ
ら
諸
仏
の
入
滅
し
た
こ
と
ま
で
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。

こ
の
疑
間
に
応
え
る
た
め
、
釈
尊
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

買
そ
れ
ら
過
去
諸
仏
は
私
に
よ
っ
て
化
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
け
れ
ど
も
、
如
来

（＝
そ
の
過
去
諸
仏
の
一
人
ひ
と
り
）
は
、
次
々

と
や
っ
て
来
る
衆
生
た
ち
の
機
根
と
精
進
努
力
に
種
々
相
あ
る
を
観
察
し
て
、
（あ
る
種
の
衆
生
に
は
）
そ
の
場
、
そ
の
場
に
応

じ
て
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
名
を
告
げ

（即
ち
、
世
に
出
現

・
説
法
し
）
、
（あ
る
種
の
衆
生
に
は
）
そ
の
場
、
そ
の
場
に
応
じ
て
そ
れ

ぞ
れ
自
己
の
入
減
を
告
げ
る
」
Ｃ
・ミ
ｏヽ
い、
搬
）

そ
れ
で
は
、
仏
は
ど
の
よ
う
な
衆
生
に
は
説
法
を
な
し
、
ど
の
よ
う
な
衆
生
に
は
、
現
に
出
現

・
説
法
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、

そ
の
説
法
の
終
了
に
他
な
ら
な
い
入
滅
を
告
げ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
言
及
は

一
切
な
く
、
全
て
は
後



の
今
仏
釈
尊
の
入
滅
を
取
り
上
げ
る
個
処
で
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、　
一
般
的
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「如
来
が
如
何
な
る
こ
と
を
告
げ
よ
う
と
も
、
そ
の
場
合
、
如
来
に
は
嘘

（偽
り
）
の
一一一口
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
」
９
ＮＮ
ド・Ｎ！じ

「そ
の
点
に
つ
い
て
じ
つ
に
如
来
は

（衆
生
の
何
で
あ
る
か
を
）

″
明
ら
か
に
見
る
″
と

い
う
特
質
を
も

つ

Ｃ
『”ぐ
洋
ｏＴ

争
２
日
じ

者
で
あ
る
か
ら
」
９
ミ
ド・∞！９

そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
結
論
す
る
。

買
要
す
る
に
）
じ
つ
に
如
来
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
べ
き
こ
と
貧
畳
ヽ
晏
じ
、
そ
れ
を
如
来
は
（完
璧
に
）為
し
て
い
る
の
だ
宍
ｏ
・ミ
ド・誌

―
トト）

こ
こ
に
言
う

「如
来
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
べ
き
こ
と
」
と
は
、
仏
の
出
現

。
説
法
が
衆
生
教
化
で
あ
る
こ
と
は
当
然
な
が
ら
、
あ

る
種
の
衆
生
に
対
し
て
は
、
じ
つ
に
そ
の
説
法
の
終
了
あ
る
い
は
放
棄
と
も
い
え
る
と
こ
ろ
の
、
た
だ
自
己
の
入
滅
を
告
げ
る
こ
と

が
ま
さ
し
く
衆
生
教
化
と
い
う
仏
の
働
き
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
両
者

（＝
仏
の
出
現
・
説
法
と
入
滅
）
を

合
せ
た
も
の
な
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が

一
人
ひ
と
り
の
仏
の
衆
生
に
対
す
る
完
璧
な
教
化
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
如
来
は
出
現

。
説
法
す
る
こ
と
は
勿
論
な
が
ら
、
そ
の
後
に
は
必
ず
入
滅
す
る
、
と
い
う
よ
り
は
入
滅
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ

っ
て
、
し
か
も
、
そ
の
こ
と
を
仏
は

〈仏
滅
後
〉
に
あ

っ
て
仏
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
想
い
に
苛
ま
れ
る
で

あ
ろ
う
比
丘
に
対
し
て
、
そ
の
在
世
中
に
自
ら
の
日
か
ら
は
つ
き
り
と
告
げ
て
お
く
こ
と
、
そ
れ
が

「如
来
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
ベ

き
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
は
、
出
現
し
て
は
入
減
し
て
い
っ
た
燃
燈
仏
以
来
の
無
量
諸
仏
の
実
態
こ
そ
が
ま
さ
し

く
釈
尊
の
有
す
る
生
命

貧
口
´
寿
命
）
の
発
現
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
地
涌
菩
薩
を
教
化
し
た
過
去
諸
仏
を
全
て
釈
尊
に
よ

っ
て

「化
作
さ
れ
た
も
の
」
↑
ゴ
ｐ一こ

だ
と
言
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
れ
程
ま
で
に
そ
の
教
化
が
あ
く
ま
で
も
釈
尊

″
一
人
″
の
働
き
で
あ
る
と
す
る
、
そ
の
意
図
は
何
か
。
憶
測
す
る
に
、

ふ
ヰ
入
人
の
踏
終
を
明
か
し
た

『法
キ
経
』
「キ
来
寿
壼
昴
」



今
は

（仏
滅
後
〉
に
し
て
、
無
仏

。
悪
世
だ
と
い
う
時
代
認
識
と
、
そ
の
よ
う
な
世
に
生
を
受
け
た
自
己
は
仏
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た

凡
夫
だ
と
い
う
自
己
認
識
と
に
よ
っ
て
深
く
苛
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
う
い
う
衆
生
に
向

っ
て
、
そ
の
時
に
は
地
涌
菩
薩
が
必
ず
出

現
し
て

「
一
切
衆
生
皆
成
仏
道
」
を
明
か
す

『法
華
経
』
を
唱
導
す
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
者
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
の
教

主
た
る
釈
尊

″
一
人
″
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
教
化
し
て
き
た
も
の
、
ま
さ
し
く
手
塩
に
か
け
て
育
て
た
我
が
子
な
の
だ
と
告
げ
て
、

謂
わ
ば
こ
の
遺
言
に
よ
っ
て
、
〈仏
滅
後
〉
の
苦
海
に
没
在
す
る
比
丘
ら
に
絶
大
な
安
堵
感
を
与
え
、
よ
り

一
層
仏
道
に
精
進
さ
せ

よ
う
と
す
る
意
図
に
他
な
ら
な
い
。

以
上
を
総
括
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

買
こ
の
よ
う
に
）
如
来

（＝
燃
燈
仏
を
始
点
と
す
る
過
去
の
無
量
諸
仏
の
能
化
作
者
で
あ
る
釈
尊
）
は
、
久
し
い
以
前
に

（２
８
）
正

覚
し
、
（そ
れ
以
来
、
今
に
多
な
る
コ
ー
テ
ィ
ー
‥
・
千
の
劫
と
い
う
）
無
量
の
寿
命
の
量
を
も
つ
限
り
の
間

（蒟
くと

、
２

唯
世

に
）
現
在
し

（，
，

ユ
「
出
現
し
て
は
説
法
し
）
、
そ
し
て
入
減
す
る

（冨
ユ
ユ
コ
響
注
）
（こ
と
を
繰
返
し
て
き
て
い
る
）
の
で
あ

る
」
（傍
線
部
は
私
の
本
文
想
定
）

こ
こ
に
お
い
て
、
「従
地
涌
出
品
」
で
懐
い
た
弥
勒
の
疑
間
は
ハ
ッ
キ
リ
と
解
消
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て

「現
行
梵
本
」
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「如
来
は
そ
れ
程
の

Ｃ
くじ

久
し
い
以
前
に
正
覚
し
、
無
量
の
寿
命
の
量
を
有
し
て
常
に
現
存
し
て
き
た

（∽”計

の，
ご
「
永

遠

・
不
死
）
。
（こ
の
、
か
つ
て
）
入
滅
し
た
こ
と
な
き

↑
―●〓
ユ
コ
■
）
如
来
が
入
滅

Ｃ
〓
ユ
コ
割一
じ

を
示
現
す
る
の
は

（衆

生
）
教
導
の
ゆ
え

（ｉ
Ｆ
Ｑ
”‐く，ぃじ

で
ぁ
る
」
Ｃ
。ヽ
い。」十
Ｈ９

し
か
し
、
こ
こ
に
は
重
大
な
疑
間
が
数
多
く
あ
る
。
ま
ず
①
確
か
に

「従
地
涌
出
品
」
に

「は
る
か
以
前
に
私
に
よ
っ
て
正
覚
は

覚
ら
れ
た
」
Ｒ
翼

下
卜じ

と
あ
っ
て
、
釈
尊
は
そ
れ
以
来
、
地
涌
菩
薩
を
教
化
し
て
き
た
と
言

っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
も

っ
て
釈



尊
は
今
に
至
る
ま
で

「常
住
」
（∽”計

∽，
Ｆ
）
で
あ
り
、
「か
つ
て
入
滅
し
た
こ
と
が
な
い
」
と
言
う
の
は
、
「そ
の
間
、
私
に
よ
っ

て
、
燃
燈
仏
を
始
点
と
す
る
諸
の
如
来

（の
出
現
）
が
、
そ
し
て
そ
れ
ら
諸
の
如
来
の
入
滅
が
告
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら

（諸
の
如
来

の
出
現
と
入
滅
）
は
じ
つ
に
私
に
よ
っ
て
化
作
さ
れ
た
も
の
だ
」
Ｃ
・ミ
ｏ・？
」９

と
い
う
文
と
真
向
か
ら
相
反
す
る
。
ま
た
②

「無
量

の
寿
命
の
量
を
有
し
て
い
る
」
と
い
う

「無
量
の
」
の
意
味
は
、
凡
そ
凡
夫
に
は
量
り
知
れ
な
い
程

″永
い
″
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ

ず
、
決
し
て

「永
遠
」
と
か

「無
限
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
な
く
て
は
、
「燃
燈
仏
を
始
点
と
し
て

（今
に
至

る
）
諸
の
如
来
」
な
ど
と
そ
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
は
到
底
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
③

「寿
命
」
と
は
、
そ
れ
ら
無
量
の

過
去
仏
の

一
人
ひ
と
り
の
出
現
と
入
減
の
積
み
重
ね
に
、
そ
れ
ら
諸
仏
の
能
化
作
者
で
あ
る
釈
尊
の
生
き
た
活
動
、
即
ち
生
命
の
発

現
を
見
た
と
こ
ろ
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
た
決
し
て
寿
命
の
永
遠
、
即
ち
不
死
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に

ま
た
、
④
こ
こ
に
本
来
か
ら
、
そ
の
よ
う
に

「如
来
は
常
に
現
存
し
て
き
た
」
即
ち
、
「永
遠
に
生
き
て
存
し
て
い
る
」
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
ど
う
し
て

「入
滅
し
た
こ
と
な
き
如
来
が
入
滅
を
示
現
す
る
の
は

（衆
生
）
教
導
の
ゆ
え
で
あ
る
」
な
ど
と
、
永
遠

・
不

死
と
は
全
く
正
反
対
の
入
滅
に
言
及
す
る
の
か
。
も

っ
と
も
、
⑤
こ
こ
に
、
そ
れ
は

「衆
生
を
教
導
せ
ん
が
た
め
」
で
あ
る
と
し
て

い
る
が
、
如
来
の
出
現

（説
法
）
こ
そ
衆
生
教
導
で
あ

っ
て
、
そ
の
説
法
の
放
棄
で
あ
る
入
滅
が
ど
う
し
て
、
衆
生
の
教
導
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
⑥

「寿
量
品
」
に
は
、
こ
の

「常
住
」
（∽”尉

∽，
ご
）
の
語
句
を
除
け
ば
、
仏
の
永
遠

・
不
死
を
示
唆
す
る
よ

う
な
文
言
は
全
く
存
在
し
な
い
。
偶

〔
１４
〕
の
８^
針

の，
一Ｓ
、
（常
住
）
は
仏
国
土
に
つ
い
て
言
う
も
の
で
、
か
つ
掲
全
文
が
後
分
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に

「現
行
梵
本
」
の
文
に
は
多
く
の
疑
間
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も

っ
て
本
来
の
文
で
あ

っ
た
と
は
到

底
考
え
ら
れ
な
興
。
そ
れ
故
、
上
述
し
て
き
た
文
脈
に
そ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
私
に
本
文
想
定
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
釈
尊
の
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
有
り
様
を
述
べ
た
文
を
承
け
て
、
次
に
、
今
度
は
、
未
来
の
有
り
様
に
つ
い
て
、
直
ち
に
次

の
よ
う
に
言
う
。

釈
斗
入
人
の
綸
ス
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
来
寿
そ
品
」



「そ
し
て
、
私
に
は
、
今
に
あ

っ
て
も
「
州
剰
ｑ
引
劉
ヨ
創
到
測
馴
覇
引
劉
副
副
コ
馴
馴
部
「

き
）
任
務
』
Ｃ

，
躍
き
″キ
聾
”く
と

が
完
了
し
て
い
な

い

（限
り

の
）
間
は

（日
・・由
くじ

、
（私
の
）
寿
命
の
量
も
い
ま
だ
満
了
で
は
な
い

（”―●
盟
〓
中
じ

の
で
あ
る
」
Ｃ
ｕ
・ミ
ト・い０‐ミ
Ｎじ

こ
の

「私
」
と
は
、
勿
論
、
上
述
の
よ
う
に
、
は
る
か
久
し
き
以
前
に
成
道
し
、
そ
れ
以
来
、
燃
燈
仏
を
始
点
と
す
る
過
去
諸
仏

を
化
作
し
た

（能
化
作
者
と
し
て
の
）
釈
尊
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
ガ
ヤ
近
郊
の
菩
提
道
場
で
正
覚
を
得
て
以
来
、

説
法
教
化
す
る
こ
と
、
今
に
四
十
余
年
の
今
仏
釈
尊
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
、
そ
れ
を
前
面
に
打
ち
出
し
て
、
し
か
も
、
そ
の
入
滅

に
焦
点
を
絞

っ
て
い
う
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
、
こ
の
今
仏
釈
尊
の
歴
史
的
事
実
で
あ
る
入
滅
に
言
及
す
る
に
先
立
ち
、

一
体
、
釈
尊
は
今
後
未
来
に
向
け
て
い
か
程
の
寿
命
の
量
を
有
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
明
か
そ
う
と
す
る
の
が
こ
の
文
で
あ
る
。

こ
こ
に
謂
う

「如
来
の

（果
す
べ
き
）
任
務
」
と
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
仏
は
あ
る
種
の
衆
生
に
は
世
に
出
現

（説
法
）
し
て
衆

生
教
化
を
な
し
、
あ
る
種
の
衆
生
に
は
、
入
滅
す
る
こ
と
こ
そ
教
化
で
あ

っ
て
、
こ
の
仏
の
出
現
と
入
滅
の
当
相
こ
そ
ま
さ
に
釈
尊

の
い
の
ち

（寿
命
）
の
発
現
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
釈
尊
の
衆
生
教
化
と
い
う
任
務
と
そ
の
寿
命
の
量
と
は

じ
つ
に
連
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
今
仏
釈
尊
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
入
滅
し
た
―
―
そ
れ
は

一
般
に
は
無
余
涅
槃

（仏
の
完
全
な
０
化
し

と
解
さ
れ
て
き
た
―
―
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「釈
尊
」
に
あ

っ
て
は
、
そ
の

「如
来
と
し
て
の

（果
す
べ

き
）
任
務

（＝
衆
生
教
化
と

は
未
だ
完
了
し
て
い
な
い

（日
と

故
に
、
こ
こ
に

「そ
の
限
り
の
間
は

（鶴
くじ

、
自
己
の
有
す
る
寿

命
の
量
も
い
ま
だ
満
了
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
如
来
の
任
務
の
完
了
は
直
ち
に
寿
命
の
量

の
満
了
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
、
真
の
意
味
に
お
け
る
涅
槃

（＝
完
全
な
０
化
）
な
の
で
あ
る
。

４
　
今
仏
釈
尊
入
減
の
真
相

そ
れ
で
は
、
今
仏
釈
尊
の
歴
史
的
事
実
で
あ
る
８０
歳
入
滅
と
は
何
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。



「私

（釈
尊
）
に
は
、
今
に
あ
っ
て
も
寿
命
の
満
了
に
至
る
ま
で
に

（こ
れ
ま
で
の
）
倍

（＝
等
量
）
の
コ
ー
テ
ィ
・
…

・
千
の

劫
が
あ
る
。
（け
れ
ど
も
）
じ
つ
に
私

（＝
今
仏
釈
尊
）
は
今
や

（無
余
）
涅
槃
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
が
、
（有
余
）
涅
槃

す
る
と
告
げ
る
の
で
あ
る
」
Ｃ
・Ｎ
Ｎ】Ｎ‐ｅ

こ
こ
に
、
釈
尊
は
じ
つ
に
今
も
、
燃
燈
仏
に
始
ま
る
過
去
諸
仏
か
ら
そ
の
殿
た
る
今
仏
釈
尊
に
至
る
ま
で
の
永
い
期
間
と
等
量
の

寿
命
の
量
を
未
来
に
残
し
て
お
り
、
そ
の
間
に
、
当
来
仏
弥
勒
を
始
点
に
し
て
無
量
の
未
来
諸
仏
の
出
現
と
入
滅
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
今
仏
釈
尊
の
ク
シ
ナ
ガ
ラ
入
滅
は
決
し
て
釈
尊
の
無
余
涅
槃

（＝
完
全
な
幅
化
）
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
今
仏
釈
尊
と
し

て
は
、
多
宝
仏
塔
の
中
か
ら

「今
や
入
滅
す
る
」
と
告
げ
た
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
宗
教
文
学
作
品
に
し
て
、
信
仰
表
明
書
で
、　
当
田り
も
の
″
で
あ
る

『法
華
経
』
は
、
今
仏
釈
尊
の
入
滅
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
極
め
て
具
体
的
に
説
き
明
か
す
。

「な
ぜ
な
ら

（●
・ヽ
熱
ご
ヽ
（Ａ
‐
①
）
あ

ゝ
ヽ
じ
っ
に
私
が

（こ
の
世
に
）
あ
ま
り
に
長
く
生
き
て
在
る

（ユ
ｌｏＦ
僣

Ｌ
ｏ，
じ

時

に
は
、
（前
世
で
）
善
根
を
積
ん
で
い
な
い
衆
生
は
絶
え
間
な
く

（私
を
）
見
る
こ
と
に
よ
っ
て

『如
来
は

（い
つ
も
世
に
）
お

ら
れ
る

（雰
，

巴
こ

と

（勝
手
に
）
解
し
て
、
（か
え
っ
て
）
嬌
恣

（お
ご
り
た
か
ぶ
り
）
の
想

い
を
も
つ
者
と
な
る
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た

『如
来

（に
現
世
で
会
う
こ
と
）
は
得
難

い
』
と
い
う
想
い
を
起
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
が
無

い
よ
う

に

（日
し
、
で
ぁ
る
」
Ｃ
・Ｎ
Ｎ）ｏ‐
ドｅ

こ
こ
に
、
ど
う
し
て
今
仏
釈
尊
は

「今
ま
さ
に
入
滅
す
る
」
と
告
げ
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
明
か
し
て
、
璽
口根
を
積
ん
で
い
な

い
比
丘
は
、
せ

っ
か
く
仏
在
世
時
に
生
ま
れ
、
仏
と
出
会
い
乍
ら
、
そ
の

『如
来

（と
現
世
で
の
出
会
じ

は
得
難
い
の
だ
』
と
い

う
想
い
を
起
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
言
う
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
想
い
を
起
し
た
者

（Ａ
上
②
）
は
ど
う
な
る
の
か
。
そ
れ
に
応
え
る
と
同
時
に
、
（こ

〈仏
滅
後
〉
の
無

ふ
４
入
人
の
踏
人
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
来
寿
壼
品
」



仏

。
悪
世
に
生
ま
れ
た
比
丘
に
つ
い
て
も
併
せ
て
言
及
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「そ
れ
で

（Ｓ
Ｓ
Ｃ
、
如
来
は
そ
れ
ら
衆
生

（前
世
で
善
根
を
積
ん
だ
者
）
に
は

『如
来
は

（現
世
で
出
会
う
い」
と
の
）
得
難
き
、
稀

に

出

現

す

る

者

貧
邑

３
ぎ

‐
●
『脚
〓

ひ
訂

く
じ

だ

』

と

い
う

言

葉

を

発

し

た

の

だ

」

９

Ｎ
Ｎ
Ｎ
・Ｈ
Ｎ
‐
ド
じ

「
な

ぜ

な

ら

」

Ｃ

Ｎ
Ｎ
Ｎ
）Ｈ
じ

↑
」
の
言
葉
を
聞
い
た
）
衆
生
は
、
さ
ら
に
進
ん
で

（げ
ｒ
ｅ
”昭
卸
日
翠
ミ
じ
、
『如
来
は
得
難
き
、
稀
に
出
現
す
る
も
の
で
あ
る
』

と
知

っ
て
、
（今
生
で
の
如
来
と
の
出
会
い
を
）
稀
有
の
こ
と
と
い
う
想
い

（脚露
轟
”あ
還
』副
）
を
起
す
で
あ
ろ
う
か
ら

（で
あ

る
）
。
２

方
）
（Ｂ
）
如
来
を
見
る
こ
と
の
な
い
者

↑
‐ｏ
”ぞ
８
こ

は
、
悲
嘆
の
想

い

ａ
鉾
”必
還
一コ
じ

を
起
し
、
（次
に
は
）

如
来
を
見
た
い
た
め
に

Ｃ
，
躍
詩
″Ｌ
Ｒ
の日
響
じ
　
″渇
望
を
生
じ
た
者
″　
↑
ｏご
）
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」
９
Ｎ
Ｎヽ
あ

‐図
。
（Ａ
）、
（Ｂ
）
は
私
の
挿
入
）

こ
の
う
ち

（Ａ
）
仏
在
世
時
の
比
丘
で
、
し
か
も
す
で
に
前
世
で
善
根
を
積
ん
で
い
る
者

（Ａ
⊥
②
）
は
、
今
生
に
お
け
る
仏
と

の
出
会
い
は
稀
有
の
こ
と
、
ま
さ
に
千
載

一
遇
に
し
て
、　
″盲
亀
浮
木
″
の
喜
び
の
想
い
を
起
す
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
か
ら
正
覚
の

獲
得
に
向
け
て
出
立
す
る

（ｇ
争
響
”
８
Ｂ
ｏ口
‐卜

，
こ

に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

次
に

（こ

「如
来
を
見
る
こ
と
の
な
い
者
」
即
ち

〈仏
滅
後
〉
の
比
丘
は
、
こ
の

「如
来

（に
現
世
で
出
会
う
こ
と
）
は
得
難

い
」
と
い
う
仏
の
遺
し
た
言
葉
を
聞
く
に
つ
け
、
ま
た
事
実
、
今
仏
釈
尊
は
か
つ
て
こ
の
世
に
出
現

（説
法
）
し
た
に
も
拘
ら
ず
、

今
は
入
滅
し
て
す
で
に
数
世
紀
、
ま
さ
に
無
仏

。
悪
世
だ
と
い
う
時
代
認
識
の
も
と
、
必
ず
や
悲
嘆
の
想
い
を
起
す
に
違
い
な
い
の

で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
は
第

一
ス
テ
ー
ジ
で
あ

つ
て
、
さ
ら
に
次
の
第
ニ
ス
テ
ー
ジ
に
進
ん
で
、
何
と
し
て
で
も
仏
に
会
い
た
い
た

め
に

″渇
望
を
生
じ
た
者
″
　
↑
∽Ｆ
）
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
第

一
ス
テ
ー
ジ
の
悲
嘆
の
生
起

に
つ
い
て
は
、
こ
の
後
に
所
謂

「良
医
治
子
の
喩
」
で
も

っ
て
述
べ
ら
れ
る
が
、
第
ニ
ス
テ
ー
ジ
の

「渇
望
を
生
じ
た
者
と
な
る
」

に
つ
い
て
は
、
長
行
で
は
全
く
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
後
の
掲
頌
段

（「自
我
侶
し

で
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
の
訳
を
知
る
故
に
、
〔涅
槃
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
が
〕
如
来
は
じ
つ
に

〔衆
生
教
導
の
力
に
よ
っ
て
〕
（有
余
）
涅
槃
す

（
４６
）

る
と
告
げ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
語
る
こ
と
、
そ
れ
は
じ
つ
に
如
来
に
と
っ
て
、　
″常
法
″　
貧
ぎ
目
Ｐ
定
め
、
軌
範
）

な
の
だ
。
そ
こ
に
、
如
来
に
は
虚
言
は

（全
く
）
存
在
し
な
い
」
Ｃ
・ミ
いヽ
い∞‐８
・
但
し

〔　
〕
内
は
後
分
）

こ
こ
に
、
な
ぜ

一
切
の
仏
、
少
く
と
も
娑
婆
世
界
に
お
け
る
燃
燈
仏
以
来
、
今
仏
釈
尊
に
至
る
ま
で
の
全
て
の
過
去
諸
仏
は
入
滅

し
た
し
、
ま
た
未
来
諸
仏
も
入
滅
す
る
の
か
、
こ
れ
を

〈仏
滅
後
〉
の
比
丘
―
―
そ
れ
は

『法
華
経
』
作
者
自
身
の
こ
と
で
も
あ
る

―
―
の
側
か
ら
言
え
ば
、
今
仏
釈
尊
は
な
ぜ
我
々
を
未
教
化
の
ま
ま
に
入
滅
し
た
の
か
、
そ
れ
は
我
々
を
見
捨
て
た
こ
と
で
は
な
い

の
か
、
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
仏
教
史
上
で
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
全
く
問
わ
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
仏
入
滅
に
対
す
る
衆
生
の
想
い
に
応

え
て
、
そ
れ
は
、
〈仏
滅
後
〉
の
衆
生
が
あ
く
ま
で
も
主
体
的
に
自
ら
悲
嘆
の
想
い
を
起
し
、
さ
ら
に
は
仏
を
見
た
い
た
め
に

″渇

望
を
生
じ
た
者
″
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
と
明
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
仏
釈
尊
の
入
滅
を
真
正
面
か
ら
見
据
え
て
、

そ
の
真
相
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
仏
入
滅
の
真
相
は
何
も
今
仏
釈
尊
に
限

つ
て
の
こ
と
で
は
な
く
、
燃
燈
仏
に
始
ま
る
こ
れ
ま
で
の
過
去
諸

仏
、
さ
ら
に
は
当
来
仏
弥
勒
に
始
ま
る
未
来
諸
仏
の
入
滅
の
全
て
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
故
、
凡
そ
如
来
に
と
っ
て

「常
法
」
で

あ
る
と
言
明
し

（＝
三
世
諸
仏
に
よ
る
連
帯
保
証
）、
如
来
に
は
如
何
な
る
虚
言
も
存
在
し
な
い
と
、
謂
わ
ば

一
種

″裏
書
″
ま
で
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

５
　
喩
―
―
父
の
死
と
子
の
悲
嘆
に
よ
る
顛
倒
の
消

次
に
、
こ
の
仏
の
入
滅
に
当
り
、
衆
生
は
悲
嘆
の
想
い
を
起
す
と
い
う
第

一
ス
テ
ー
ジ
に
つ
い
て
、
こ
こ
に

一
つ
の

「喩
」
が
語

釈
ヰ
入
人
の
踏
人
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
来
寿
壼
品
」



ら
れ
る
。
即
ち
、
医
者
の
留
守
中
、
全
て
の
子
が
毒
薬
を
誤
飲
し
て
、
七
転
八
倒
の
苦
痛
に
陥
る
。
「
（そ
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
子
の

う
ち
）
あ
る
も
の
は

″顛
倒
″
の
想
い
を
も
つ
者

貧
零
熟
Ｐあ
還
」「
じ

で
あ
り
、
あ
る
も
の
は
不
顛
倒
の
想
い
を
も
つ
者

↑
‐ユ
冨
爵
Ｐ

あ
〔僣
百
●
）
で
ぁ

っ
た
」
Ｃ
。Ｎ『ω。ｏ‐８
）
が
、
そ
れ
ら
の
子
は
全
て
父
の
帰
宅
を
見
て
喜
び
迎
え
、
「ど
う
か
我
々
を
こ
の
毒
薬
か
ら

解
放
し
て
下
さ
い
」
Ｃ
。ＮＮω・ドＹ
いじ

と
言
う
。
そ
こ
で
医
者
は
色
香
美
味
の
良
薬
を
与
え
る
。
不
顛
倒
の
子
ら
は
即
座
に
服
用
し
て

苦
痛
か
ら
解
放
さ
れ
る
が
、
顛
倒
の
想
い
を
も
つ
子
ら
は

「
『あ
な
た
は
我
々
に
と

っ
て
治
療
者
で
す
』
と
言
う
も
、
与
え
ら
れ
た

薬
を
服
用
し
な
い
」
（署
・ＮＮ∞・ＮＯＩＮＮ卜じ

「な
ぜ
な
ら
、
じ
つ
に
彼
ら
に
と

っ
て
、
そ
の
顛
倒
の
想

い
の
た
め
に
、
与
え
ら
れ
た
薬

は
色
、
香
、
味
の
点
で
気
に
入
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
Ｃ
・ミ
ト
・Ｎよ
）
と
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
不
服
用
の
原
因
が
子
ら
の
も
と
か
ら
懐
く
顛
倒
の
想
い
に
あ
る
以
上
、
い
か
に
名
医
と
い
え
ど
も
手
の
施
し
よ

う
が
な
い
故
に
、
こ
の
喩
の
主
眼
は
、
子
ら
の
懐
く
顛
倒
の
想
い
を
如
何
に
し
て
不
顛
倒
に
す
る
か
に
あ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、

そ
れ
を
よ
く
な
し
う
る
の
は
薬
で
も
な
く
、
医
者
で
も
な
く
、
子
ら
の
父
の
み
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

「さ
て
、
こ
の
医
者
た
る
父
は
そ
れ
ら
の
子
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
『善
男
子
ら
よ
、
私
は
老
い
て
い
る
。
死
期
が
眼
前
に
迫
っ

て
い
る
。
（そ
れ
で
万
が
一
の
こ
と
が
あ
っ
て
も
）
お
前
た
ち
は
悲
嘆
し
て
は
な
ら
な
い
。
お
前
た
ち
に
は
私
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
た
こ
の
薬
が
あ
る
。
も
し

（先
で
）
そ
う
し
た
い
と
思
っ
た
な
ら
、
こ
の
薬
を
服
用
す
る
が
よ
い
』
と
。
彼
は
そ
れ
ら
の
子

を
こ
の
よ
う
に
諭
し
て
の
ち
、
他
国
に
赴
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
へ
行

っ
て
か
ら
、
そ
れ
ら

（苦
痛
に
よ
っ
て
）
疲
弊
し
た
子
ら

に

（使
者
を
も
つ
て
）
自
分
の
死
を
告
げ
た
。
そ
の
時
、
こ
れ
ら
の
者

（父
の
死
を
知
っ
た
子
ら
）
は
大
層
悲
嘆
し

（のｏｏｏ雇
し
、

激
し
く
働
哭
し
た
。
『じ
つ
に
我
々
の
父
、
保
護
者
、
生
み
の
親
、
慈
悲
を
垂
れ
る
者
で
あ
る
、
か
の

″た
っ
た

一
人
の
人
″

が
亡
く
な
っ
た
。
そ
れ
故
、
我
々
は
今
や
保
護
者
な
き
者
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
』
と
。
こ
れ
ら
の
者
は
じ
つ
に
自
分
を
保
護
者

な
き
者
と
見
、
自
分
を
帰
依
処
を
も
た
な
い
者
と
見
て
、
途
絶
え
る
こ
と
な
く
悲
嘆
に
陥

っ
た

（のキ
．響
こ
。
そ
し
て
こ
の
途



絶
え
る
こ
と
な
く
悲
嘆
に
陥
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ら
の
顛
倒
の
想
い
は
不
顛
倒
の
想
い
に
な
っ
た
」
Ｃ
・ミ
トヽ
∞‐Ｎじ

こ
こ
に
言
う

「悲
嘆
」
こ
そ
、
先
の
長
行
で

「如
来
を
見
る
こ
と
な
き
者
は
、
悲
嘆
の
想
い
を
起
す
」
Ｃ
・Ｎ
Ｎ・８
‐Ｎじ

と
あ
っ
た
、

そ
の
悲
嘆

♂
キ
じ

に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
子
が
何
時
の
頃
か
ら
か
内
に
懐
い
て
い
て
、
し
か
も
自
ら
は
知

ら
ず
、
仏
以
外
の
誰
に
も
分
ら
な
か
っ
た

″顛
倒
の
想
い
″
を
じ
つ
に
消
滅
さ
せ
る
強
力
な
パ
ワ
ー
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

単
に
父
の
死
を
悲
し
む
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
何
か
も

っ
と
深
い
想
念
の
籠

っ
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
即
ち
、
〈仏
滅
後
〉
の

比
丘
―
―

『法
華
経
』
作
者
も
そ
の
中
の
一
人
―
―
に
と

っ
て
、
今
仏
釈
尊
の
入
減
は
厳
然
た
る
事
実
で
は
あ

っ
て
も
、
そ
こ
に
は
、

な
ぜ
仏
は
我
々
を
未
教
化
の
ま
ま
に
、
謂
わ
ば
見
捨
て
て
入
滅
し
た
の
か
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
仏
の
任
務
放
棄
で
は
な
い
か
と
、
仏

を
糾
弾
す
る
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
乍
ら
、
い
か
に
仏
を
糾
弾
し
よ
う
と
も
、
所
誼
そ
れ
は
虚
し
く
、
た

だ
た
だ
仏
不
在
の
世
に
生
ま
れ
た
と
い
う
我
が
身
の
不
遇
を
嘆
く
他
な
く
、
悲
嘆
は
よ
り
深
ま
る
ば
か
り
で
あ

つ
た
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
悲
嘆
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
悲
嘆
の
極
限
に
お
い
て

″顛
倒
の
想
い
″
は
消
滅
し
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
顛
倒
の
想
い
を
消
滅
し
た
子
ら
が
父
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
薬
を
直
ち
に
服
用
し
て
、
苦
痛
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
は

当
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
毒
薬
の
誤
飲
に
よ
る
苦
痛
か
ら
の
解
放
で
あ

っ
て
、
決
し
て
仏
教
の
い
う

「苦
」

貧
〓
軒
”）
か
ら
の
解
脱

（日
帰
ｏし
、
涅
槃

・
寂
静
、
あ
る
い
は
正
覚
の
獲
得
を
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
喩
は
、
仏
不

在
を
実
感
し
た
比
丘
が
ま
ず
悲
嘆
の
想
い
を
起
す
と
い
う
第

一
ス
テ
ー
ジ
を
説
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

６
　
偶
頌
段
―
―
見
仏
の
渇
望
↓
素
直
な
心
の
生
起
↓
見
仏

・

『正
法
』
の
聴
聞

「そ
の
量
が

（凡
夫
に
は
）
決
し
て
知
ら
れ
ず
、
考
え
ら
れ
な
い
百

・
千
の
劫

（の
昔
）
、
そ
の
時
、
私
に
よ
っ
て
こ
の
最
高
の

（
５．
）

正
覚
が
得
ら
れ
た
の
だ
。
（そ
れ
以
来
）
私
は

（こ
こ
に
、
一日
「
劃
測
日
「
ｄ
引
引
川
翻
引
刻
測
こ‐
引
引
倒
測
日
「
¶
ｑ
」

水
ヰ
入
人
の
踏
終
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「お
未
寿
壼
品
」



〔
１
〕

「そ
の
多
な
る
コ
ー
テ
ィ
の
劫
の
間

（私
は
）
多
な
る
ば
さ
つ

（＝
声
聞
、
独
覚
、
菩
薩
の
三
乗
の
者
全
て
）
を
鼓
舞
し
、
じ
つ
に

仏
の
智
に
出
立
さ
せ
て
い
る
。
Ｔ

う
し
て
）
コ
ー
テ
ィ
・
ナ
ユ
タ
の
衆
生

（＝
ぼ
さ
つ
）
を

（さ
ら
に
）
成
熟
せ
し
め
て
い

る
」
〔
２
〕

こ
れ
は
、
釈
尊
の
は
る
か
昔
の
成
道
以
来
、
今
日
ま
で
の
永
い
間
、
無
数
の
過
去
仏
の
出
現
と
入
滅
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
ら
過
去
諸
仏
の
出
現
と
入
滅
は
全
て
釈
尊
に
よ
っ
て

「化
作
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
故
に
、　
″私

″
即
ち
釈
尊

″
一
人
″
が
そ
の

永
い
問
無
量
の
衆
生
を
教
化

（＝
鼓
舞
し
、
成
熟
せ
し
め
る
こ
と
）
し
て
き
た
と
言
う
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
凡
そ
仏
の
世
に
出
現

・
説
法
す
る
究
極
の
任
務
は

〈仏
乗
〉
の
説
示
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は

「
一
切
衆
生
は
本
来
か
ら

ぼ
さ
つ
で
あ
る
」
と
い
う

「仏
智
に
よ
る

（衆
生
）
洞
察
」
（仏
知
の
見
）
を
衆
生
に
示
し
、
次
に
理
解
さ
せ
、
さ
ら
に
悟
認
さ
せ
、

遂
に
は
仏
知
見
の
道
に
入
ら
せ
る

（＝
ぼ
さ
つ
行
を
実
践
さ
せ
る
）
こ
と
、
即
ち
要
約
す
れ
ば

「
ぼ
さ
つ
を
鼓
舞
す
る
こ
と
」
亀
妙
法

華
』
「教
化
菩
薩
し

で
あ
り
、
さ
ら
に
は
正
覚
に
お
い
て
成
熟
せ
し
め
る
の
で
あ
る
と

「仏
乗
品
」
で
明
か
し
て
い
た
。
そ
の
上
さ

ら
に
は
、
こ
こ
で
仏
の
入
滅
も
じ
つ
に

″顛
倒
の
想
い
″
を
も
つ
衆
生
に
対
す
る
教
化
そ
の
も
の
で
あ
る
と
明
か
す
故
に
、
釈
尊
は

こ
の
過
去
仏
と
し
て
の
出
現
と
入
減
の
繰
返
し
で
も

つ
て
そ
の
永
い
間
、
無
量
の
ぼ
さ
つ
を
鼓
舞
し
、
さ
ら
に
成
熟
せ
し
め
て
き
た

と
い
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
ど
う
し
て
仏
入
滅
が
顛
倒
の
衆
生
に
対
す
る
教
化
な
の
か
。
長
行
で
は
、
人
々
は
仏
の
入
滅
に
悲
嘆
の
想
い
を
起
こ
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て

″顛
倒
″
を
消
滅
さ
せ
る
か
ら
と
、
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に

″渇
望
を
生
じ
た
者
に
な
る
″
と
い

う
第
ニ
ス
テ
ー
ジ
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
の
説
明
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
述
べ
る
の
が
、
次
に
続
く
掲
頌
な
の
で
あ
る
。

買

一
般
民
衆
は
）
生
身
の
私

（＝
今
仏
釈
尊
）
の
入
減
を
見
て
、
遺
骨
に
種
々
の
供
養
を
な
す

（＝
仏
塔
信
仰
）。
２
方
、
顛
倒
の



想
い
は
消
滅
し
て
い
て
も
依
然
と
し
て
）
私
を
見
る
こ
と
な
き
者

（”‐Ｂ
４
８
Ｆ
＝

〈仏
滅
後
〉
の
出
家
の
比
丘
）
は

″
渇
望
″

Ｔ
の島
）
を
生
起
す
る
。
そ
こ
か
ら
、
彼
ら
に
は
素
直
な
心

（ユ
●
ざ

２
計
）
が
生
み
出
さ
れ
る
」
〔
５
〕

こ
れ
は
長
行
で

「如
来
を
見
る
こ
と
の
な
い
者
は
悲
嘆
の
想

い
を
起
し
、
（次
に
）
如
来
を
見
た
い
た
め
に
渇
望
を
生
じ
た
者

↑
ｏいこ

と
な
る
」
Ｃ
・ミ
Ｎ・８
‐Ｎ
じ

と
あ

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「渇
望
」
と
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
四
諦
の
教
説
に
お
い
て

「苦
」

の
根
本
原
因
と
さ
れ
る

「渇
愛
」
↑
ｏ鳥
）
と
同
じ
語
で
あ
る
が
、
勿
論
、
こ
こ
で
は
、
仏
と
の
出
会
い
を

″求
め
て
止
ま
な
い
強

烈
な
希
求
″
を
言
う
。
そ
し
て
、
こ
の
求
め
て
止
ま
な
い
強
烈
な
希
求

（＝
渇
望
）
は
、
丁
度
、
悲
嘆
の
想
い
が
そ
の
極
限
に
お
い

て
顛
倒
の
想
い
を
消
滅
さ
せ
た
よ
う
に
、
そ
の
果
て
に
消
滅
し
て
、
そ
こ
に

「素
直
な
心
」
が
生
み
出
さ
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

「愛
欲
を
捨
て
た

（ｃ
一の「ｏ，
キ
習
じ

衆
生

（＝
出
家
の
比
丘
）
が

（こ
の
よ
う
に
）
素
直
で

ご
し
、
柔
和
で

（日
きヽ
）
、
温
和
な

（日
剛『ヽ
闘
じ

者
と
な
る
。
そ
こ
で
、
私
は
こ
こ
な
る
霊
鷲
山
に
声
聞

・
サ
ン
ガ

（＝
説
法
聴
聞
衆
）
を
造
り
出
し
て

（蜃
冨
）

（血
潮
の
通
う
美
し
い
仏
の
）
身
体
を
示
現
す
る
」
〔
６
〕

こ
の

「素
直
で
、
柔
和
で
、
温
和
な
」
者
と
は
、
ど
の
よ
う
な
比
丘
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
「仏
乗
品
」
の
過
去
仏
章
の
所
謂

「小
善
成
仏
段
」
で
、
は
じ
め
に
仏
在
世
時
の
衆
生
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
〈仏
滅
後
〉
を
取
り
上
げ
る
最
初
に
、

「そ
れ
ら

（過
去
の
）
ジ
ナ
た
ち
の
入
減
後
に
、
誰
で
あ
れ
そ
の
教
誠
下
に
あ
っ
た
衆
生

（＝
比
丘
）
が
寛
容
で

（Ｊ
げ
じ

、
温

順
で

（計
●
じ

、
心
を
調
伏
せ
る

（ニ
ユげ
）
者
と
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
ら
は
全
て

（後
に
ぼ
さ
つ
行
を
行
じ
こ

正
覚
の
己
得
者

と
な
っ
た
」
〔
７７
〕

と
あ
り
、
こ
の

「寛
容
で
、
温
順
で
、
心
を
調
伏
せ
る
衆
生
」
と
は
、
こ
の

「寿
量
品
」
と
言
葉
は
何

一
つ
同
じ
で
は
な
い
が
、
意

味
は
全
く
同
じ
で
あ
ろ
う
。
次
に

「讐
喩
品
」
に
、
舎
利
弗
の
受
記
仏

。
華
光
如
来
の
仏
国
土
の
菩
薩
に
つ
い
て
、
「新
発
意
で
は

な
く
、
永
く

（在
家
の
時
に
）
善
根
を
積
み
、
（出
家
し
て
）
多
な
る
百

。
千
の
仏
の
も
と
で
梵
行
を
修
し
、
…
…
温
和
で
（日
翠
０営
じ
、

釈
ヰ
入
人
の
踏
人
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
来
寿
壼
品
」



明
晰
な
意
識
を
も

つ
て
い
る

（∽日
■
日
じ
」
Ｃ
・８
。Ｎふ
）
と
あ
り
、
さ
ら
に

「見
宝
塔
品
」
に

「
こ
の
経
を
憶
持
す
る
も
の
は
…
…

温
順
地

（Ｑげ
Ｓ
‐げ
目
目
。）
に
到
達
し
た
者
で
あ
る
」
（
３９
３

と
あ

つ
て
、
い
ず
れ
も
優
れ
た
菩
薩
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
点
か
ら
、
こ
こ
に
い
う

「素
直
で
、
柔
和
で
、
温
和
な
」
と
は
、　
一
種
宗
教
的
平
安
の
境
地
を
言
う
の
で
あ

っ
て
、
広
く
初
期
大

乗
仏
教
に
お
い
て
理
想
と
さ
れ
た
優
れ
た
菩
薩
、
具
体
的
に
は
不
退
か
、
そ
れ
以
上
の
位
の
菩
薩
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
て
、
〈仏
滅
後
〉
に
あ

っ
て
、
比
丘
が
そ
の
深
い
瞑
想
中
に
こ
の
よ
う
な
菩
薩
の
高
い
境
地
に
達
し
た
時
、
そ
の
者
は

〈仏
滅
後
〉
の
真
只
中
に
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
娑
婆
世
界
の
霊
鷲
山
で
、
す
で
に
入
滅
し
た
今
仏
釈
尊
が
血
潮
の
通

う
美
し
い
生
身
の
姿
で
聴
聞
衆
に
囲
ま
れ
て
説
法
し
て
い
る
と
い
う
光
景
を
目
の
当
り
に
す
る
と
い
う

″神
秘
的
宗
教
体
験
″
が
得

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
同
じ
く
今
こ
の
娑
婆
世
界
を
も

つ
て

〈仏
滅
後
〉
無
仏

。
悪
世
と
見
る
時
代
認
識
か
ら
産
ま
れ
た

『阿
弥
陀
経
』
に
比

す
る
に
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
も
の
は
、
「往
生
に
よ
る
見
仏
」
、
つ
ま
り
、
こ
の
娑
婆
世
界
で
死
ん
で
後
、
ア
ミ
ダ
仏
国
に
往
き
て
、

そ
こ
に
人
と
し
て
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ミ
ダ
仏
に
出
会
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
経
中
に
は
、
そ
の
肝
心
の
ア

ミ
ダ
仏
の
姿
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
の
説
法
に
つ
い
て
も
全
く
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
冒
頭
に

「
ア
ミ
ダ
仏
は
現
に
今
、
生
き
て
在
り

身
を
養
い
、
日
を
送

っ
て
お
り
、
説
法
し
て
い
る
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
た
だ
言
葉
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
渇
望
の
果
て
に

「素
直
で
、
柔
和
で
、
温
和
な
」
宗
教
的
平
安
の
境
地
に
到
達
し
た
者
に
は
、
こ

の
娑
婆
世
界
の
こ
こ
な
る
霊
鷲
山
に
釈
尊
が
そ
の
美
し
い
生
身
の
姿
を
も

っ
て
、
し
か
も
わ
ざ
わ
ざ
多
く
の
弟
子
た
ち
即
ち
聴
聞
衆

を
造
り
出
し
て
、
ま
さ
に
説
法
し
て
い
る
と
い
う
光
景
が
諮
然
と
開
け
る
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
所
謂

「往
生
思
想
」
と
は
全
く
次

元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
仏
在
世
時
と

〈仏
滅
後
〉
を
峻
別
す
る
立
場
か
ら
明
か
す
の
が
続
く
偶

〔
８
〕
と

〔
９
〕
で
あ
る
。



「私
は

（お
前
た
ち
と
は
）
別
の
衆
生

（＝
不
顛
倒
の
者
）
に
よ
っ
て
敬
ま
わ
れ
る

（＝
仏
在
世
）
時
、
彼
ら
に
は
最
高
の
正
覚

（品
轟

げ
ａ
ｒ
】ヽ

そ
れ
を
明
か
し
た

〈仏
乗
と

を
説
く
。
（そ
れ
に
対
し
て
）
お
前
た
ち

（＝
仏
在
世
時
の
顛
倒
の
想
い
を
も
つ
者
）

は
、
『か
の
世
間
の
保
護
者
は
入
滅
し
た
』
と

い
う

公言
葉
）
の
他
は
、
全
く
私
の
声

♂
３
０
≧
面
葉
）
を
聞
き
入
れ
な

い
」

〔８
〕

こ
れ
は
長
行
の

「喩
」
を
教
義
に
適
合
さ
せ
る
所
謂

「合
喩
」
で
あ

っ
て
、
即
ち
、
そ
こ
で
は
、
毒
薬
に
よ
っ
て
苦
し
む
子
ら
の

う
ち
不
顛
倒
の
者
は
医
者
の
言
葉
を
受
け
入
れ
て
直
ち
に
良
薬
を
服
し
、
苦
痛
か
ら
脱
し
た
と
あ

っ
た
の
を
承
け
て
、
そ
の
苦
痛
か

ら
脱
し
た

「彼
ら
に
は
、
私
は
最
高
の
正
覚
を
説
く
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
「最
高
の
正
覚

（を
明
か
し
た
教
説
こ

と
は

〈仏
乗
〉

に
他
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
〈仏
乗
〉
の
根
本
主
張
は

「
一
切
衆
生
は
本
来
か
ら
ぼ
さ
つ
で
あ
る
」
と
言
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

を

「仏
智
に
よ
る
洞
察
」
即
ち
、
こ
こ
に
い
う

「最
高
の
正
覚
」
に
よ
る
洞
察

（＝
直
観
）
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の

〈仏
乗
〉
の
説
示
こ
そ
、
仏
の
世
に
出
現
す
る
究
極
の
任
務
だ
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
顛
倒
の
想
い
の
故
に
薬
を
服
用
し
な
い
子
ら
に
は
、
父
は
万
止
む
を
え
ず
他
国
か
ら
使
い
を
も
つ
て

「お
前
た

ち
の
父
は
死
ん
だ
」
と
告
げ
さ
せ
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
と
こ
ろ
の

「合
喩
」
が
こ
の
偶
の
後
半
の

「お
前
た
ち
は

『仏
が
入
滅
し

た
』
と
い
う
他
は
、
私
の
言
葉
を
聞
き
入
れ
な
い
」
と
言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
て
顛
倒
の
比
丘
は

〈仏
滅
後
〉
の
悪
世
に
突

き
落
さ
れ
て
悲
嘆
の
想
い
を
生
じ
、
そ
の
極
限
に
お
い
て
そ
の
顛
倒
の
想
い
は
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
、
そ
の
後
ど
う

な

っ
た
か
は
、
長
行
の
喩
で
は
全
く
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
述
べ
る
の
が
掲

〔９
〕
で
あ
る
。

「私
は

（＝
仏
の
死
を
知
っ
て
悲
嘆
し
、
そ
の
果
て
に
不
顛
倒
と
な
っ
た
）
衆
生
が

（依
然
と
し
て

〈仏
滅
後
〉
の
仏
不
在
と
い
う
苦

に
）
打
ち
拉
が
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
（け
れ
ど
も
）
そ
の
時
、
私
は

（決
し
て
）
我
が
生
身
を
現
さ
な
い
。
そ
の
間
は

（蒟
くじ

、

↑
」
れ
ら
の
者
を
し
て
）
私
を
見
る
こ
と
を
切
望
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

″
渇
望
を
生
じ
た
者
″
　
Ｔ
∽Ｆ
）
に
は
、
『正

釈
斗
入
成
の
踏
終
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
来
寿
壼
品
」



法
』
（∽ａ

，
日
日
）
を
説
き
明
か
す
で
あ
ろ
う
」
〔９
〕

一
見
、
こ
の
よ
う
な
苦
に
没
在
す
る
衆
生
を
見
て
、
直
ち
に
出
現

・
説
法
す
る
の
が
仏
の
慈
悲
で
あ
る
と
思
え
よ
う
が
、
し
か
し
、

「そ
の
時
、
私
は
決
し
て
我
が
身
を
現
さ
な
い
」
と
あ

っ
て
、
そ
の
よ
う
な

一
種

″甘
え
″
を
厳
し
く
拒
否
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
神
の
救
済
を
説
く

一
神
教
と
は
違

っ
て
、
あ
く
ま
で
も
我
々
人
間
の
主
体
的
な
宗
教
的
意
志
行
動
に
こ
そ
宗
教
の
本
質
を

見
る
、
『法
華
経
』
の
み
な
ら
ず
仏
教
の
、
さ
ら
に
は
イ
ン
ド
全
般
の
、
人
間
中
心
主
義
に
立
脚
す
る
厳
し
い
宗
教
観
を
見
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。

そ
し
て
、
そ
の

「主
体
的
な
宗
教
的
意
志
行
動
」
が
、
こ
こ
に
い
つ
と
こ
ろ
の

〈仏
滅
後
〉
の
苦
海
に
没
在
す
る
者
の
起
す

「渇

望
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
仏
と
雖
も
そ
の
衆
生
教
化
の
及
ぶ
所
は
、
買
こ
の
者
を
し
て
）
私
を
見
る
こ
と
を
切
望
さ

せ
る
」
こ
と
ま
で
で
あ
っ
て
、
こ
の
仏
の
働
き
か
け

（＝
一
種
要
〓じ

を
受
け
入
れ
る
か
否
か
は
、
あ
く
ま
で
も
我
々
衆
生
の
主
体

的
な
宗
教
的
意
志
に
依
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
仏
の
要
請
を
受
け
入
れ
て
起
す
の
が
仏
を
見
た
い
た
め
の

「
一
途
の
強
烈
な

希
求
」
即
ち

「渇
望
」
に
他
な
ら
な
い
。

先
の
長
行
で
は
、
〈仏
滅
後
〉
無
仏
の
世
に
生
ま
れ
た
比
丘
が
仏
の
入
滅
に
対
し
て

「
（ま
ず
）
悲
嘆
の
想
い
を
起
し
、
（次
に
）
如

来
を
見
る
た
め
に
渇
望
す
る
者
と
な
る
」
Ｃ
・ヽ
Ｎ・ドΥ
Ｎ
じ

と
、
彼
ら
の
辿
る
道
程
が
二
段
階
に
分
け
ら
れ
、
悲
嘆
を
起
す
と
い
う
第

一
ス
テ
ー
ジ
は

「喩
」
で
も

っ
て
明
か
さ
れ
て
い
た
。
次
の
渇
望
を
起
す
と
い
う
第
ニ
ス
テ
ー
ジ
は
、
〈仏
滅
後
〉
の
比
丘
の
中
で

も
顛
倒
の
想
い
を
消
滅
さ
せ
た
者
だ
け
が
進
む
段
階
で
あ

っ
て
、
世
間
の
人
々
は
偶

〔
５
〕
に
い
う
よ
う
に

「私
の
生
身
の
入
滅
し

た
の
を
見
て
、
遺
骨
に
供
養
を
な
す
」
だ
け
な
の
に
対
し
て
、
こ
の
者
は

〈仏
滅
後
〉
仏
不
在
と
い
う
現
実
に
直
面
し
て

″渇
望
″

と
い
う
主
体
的
な
宗
教
的
意
志
を
生
ず
る
の
で
あ
り
、
そ
の
果
て
に
掲

〔
６
〕
に
い
う
よ
う
に

「素
直
で
、
柔
和
で
、
温
和
と
な
っ

た
」
即
ち
宗
教
的
平
安
の
境
地
に
達
し
た
時
、
仏
は
そ
の
者
に
の
み

「正
法
」
を
説
く
と
い
う
の
で
あ
る
。



そ
れ
故
、
こ
こ
に
い
う

「正
法
」
と
は
、
先
の
掲

〔
８
〕
の

「最
高
の
正
覚
」
を
明
か
し
た

〈仏
乗
〉
の
教
説
が
仏
在
世
時
の
不

顛
倒
の
衆
生
に
対
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
仏
入
滅
の
必
然
性
を
説
き
、
し
か
も
、
そ
の
入
滅
に
よ
っ
て
こ
そ
顛
倒

の
衆
生
に
対
す
る
仏
の
衆
生
教
化
と
い
う
働
き

（＝
任
務
）
が
遂
行
さ
れ
る
と
明
か
す
こ
の

「如
来
寿
量
品
」
を
指
し
て
い
る
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
勿
論
、
こ
の
両
者
が
相
侯

っ
て
こ
そ
、
そ
こ
に

「如
来
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
べ
き
こ
と
」
（Ｓ

，
躍
熟
）日

Ｆ
２
計
薇
じ

が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
仏
の
衆
生
教
化
が
仏
在
世
時
と

〈仏
滅
後
〉
の
峻
別
の
上
に
立

っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
重
ね
て
説
く
の
が
、
こ
れ

に
続
く
掲

〔
１６
〕
、
〔
・７
〕
で
あ
る
。

「
し
か
る
に
、
こ
こ
な
る

（娑
婆
世
界
）
で
人
界
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
る

（衆
生
の
う
ち
で
）
、
柔
和
で
、
温
和
な

釜
口薩
２
局
い

境
地
に
達
し
た
）
衆
生

（出
家
比
丘
）
は
、
（前
世
で
積
ん
だ
）
善
業
に
よ
っ
て

″生
ま
れ
る
や

（仏
の
在
世
に
）
在
る
者
″
で

あ
っ
て
、
教
法
を
説
く
私

（釈
尊
）
を
見
る
」
〔
１６
〕

こ
こ
に
い
う
仏
在
世
時
の
比
丘
に
説
い
た

「教
法
」
と
は
、
「仏
乗
品
」
に
言
う
と
こ
ろ
の
、
は
じ
め
に
説
か
れ
る
随
他
意
説
た

る
三
乗
の
教
法
と
、
そ
の
後
に
説
か
れ
る
随
自
意
説
た
る

〈仏
乗
〉
の
教
法
―
―
そ
れ
は
、
「
ぼ
さ
つ
を
鼓
舞
す
る
こ
と
」
で
あ

っ

て
、
「
一
切
衆
生
本
来
か
ら
ぼ
さ
つ

（成
仏
確
定
者
と

と
い
う
仏
智
に
よ
る
直
観

（仏
知
の
見
）
を
衆
生
に
示
し
、
理
解
さ
せ
、
悟

認
さ
せ
た
上
に
、
そ
の
道
に
入
れ
る
、
即
ち
ぼ
さ
つ
行
の
実
践
に
導
く
も
の
―
―
と
で
あ
る
が
、

買
し
か
し
）
こ
の
者
ら

（＝
仏
在
世
時
の
比
丘
）
に
は
、
私
は
決
し
て
こ
の
よ
う
な

『無
上
な
る

（仏
の
）
為
し
業
』
（８
占
ご
島

ざ
オ
鰤）
を
語
ら
な
い
。
（な
ぜ
な
ら
）
こ
の
者
ら
に
は
、
水ヽ
い
期
間
が
経
っ
て
か
ら

（ｏい８
昭
じ

（や
っ
と
）
私
は
見
ら
れ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
、
『ジ
ナ

（に
出
会
う
こ
と
）
は
極
め
て
得
難
き
も
の
な
の
だ
』
と
だ
け
語
る
」
〔
１７
〕

こ
こ
に
言
う

「無
上
な
る

（仏
の
）
為
し
業
」
と
は
、
仏
入
滅
の
必
然
性
と
、
そ
の
仏
入
滅
こ
そ
が

〈仏
滅
後
〉
に
投
げ
出
さ
れ

釈
ヰ
入
人
の
ぬ
人
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
来
寿
壼
品
」



た
比
丘
に
対
す
る
教
化
と
い
う
仏
の
働
き
に
他
な
ら
な
い
と
明
か
す
こ
の

「如
来
寿
量
品
」
を
中
心
と
す
る

『法
華
経
』
後
半
部
を

指
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
仏
在
世
時
の
比
丘
に
は
仏
の
入
滅
を
告
げ
る
だ
け
な
の
か
。
そ
れ
は
、
長
行
に

「善

根
を
積
ん
で
い
な
い
衆
生
は
、
間
断
な
く
私
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
（か
え
っ
て
）
騎
恣
の
想
い
を
起
こ
す
」
９
Ｎ『Ｎ。「‐９

か
ら

で
あ

っ
て
、
人
は
仏
と
の
出
会
い
の
難
得
を
知

っ
て
こ
そ
、
今
生
で
の
出
会
い
を
稀
有
の
こ
と
と
し
、
よ
り

一
層
仏
道
に
精
進
す
る

か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、　
一
体
こ
の

「無
上
な
る
仏
の
為
し
業
」
は
誰
に
対
し
て
説
か
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
勿
論
、
我
々

〈仏
滅
後
〉
の
衆
生

に
対
し
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

『法
華
経
』
作
者
は
瞑
想
中
の
神
秘
的
宗
教
体
験
に
よ
っ
て
謂
わ
ば
感
得
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
掲
頌
は
、
ま
さ
し
く

『法
華
経
』
を
創
作
し
た
仏
に
非
ざ
る

一
人
の
比
丘
の
、
そ
の
創
作
過
程
を
赤

裸
々
に
明
か
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
上
述
の
よ
う
に
、
仏
入
滅
こ
そ

〈仏
滅
後
〉
の
衆
生
に
対
す
る
教
化

（仏
の
働

き
）
そ
の
も
の
だ
と
い
っ
て
も
、
仏
の
教
化
の
及
ぶ
所
は
、
偶

〔
９
〕
に
言
う
よ
う
に

「私
を
見
る
こ
と
を
切
望
さ
せ
る
」
こ
と
ま

で
で
あ

つ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
こ
の
仏
に
非
ざ
る
比
丘
は
、
自
ら
の
主
体
的
な
意
志
決
定
に
よ
っ
て

「渇
望
」
（仏
を
見
た
い
た
め

の
一
途
の
強
烈
な
希
求
）
を
起
し
、
深
い
瞑
想
に
入

っ
た
の
で
あ
り
、
偶

〔
６
〕
に
言
う
よ
う
に
、
そ
の
果
て
に
、
丁
度
悲
嘆
の
極

に
お
い
て
顛
倒
の
想
い
が
消
滅
し
た
よ
う
に
、
こ
の
者
は
宗
教
的
平
安
の
境
地
に
達
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
時
、
こ
こ
な
る
霊
鷲
山

に
釈
尊
が
弟
子
衆

（＝
聴
衆
）
に
囲
ま
れ
て
説
法
し
て
い
る
光
景
が
需
然
と
眼
前
に
開
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
比
丘
が
得
た

信
仰
世
界
で
の
神
秘
的
宗
教
体
験
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
「釈
尊
は
正
法
を
説
い
て
い
る
」
と
言
う
よ
う
に
こ
の
者
は
単
に
見

仏
だ
け
で
は
な
く
、
血
潮
の
通
う
仏
か
ら
教
法
を
聞
い
た
、
そ
れ
も
単
に
あ
る

一
つ
の
教
法
で
は
な
く

「正
法
」
（∽，２争
目
日
）
を

聞
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
「正
法
」
と
は
何
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
阿
合
の

『尊
重
経
』
に
、
仏
陀
釈
尊
は
成
道
直
後
に

「凡
そ
人
た
る
も
の
は
、



尊
重
す
る
こ
と
な
く
し
て
住
す
る
は
苦
で
あ
る
」
の
で
あ
り
、
仏
と
い
え
ど
も
尊
重
す
る
も
の
を
持
た
な
い
生
き
様
は

「苦
」
↑

成
道
と
い
う
目
的
達
成
後
の
一
種
虚
脱
感
か
）
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
を
求
索
し
て
、
己
の
た

っ
た
今
、
正
覚
し
た
ば
か
り
の

「正
法
」

そ
の
も
の
を
も

っ
て
尊
重
し
た
と
す
る
。
そ
し
て

「過
去
に
正
覚
し
た
人
々

（過
去
諸
仏
）
、
未
来
に
仏
と
な
る
人
々

（未
来
諸
仏
）、

現
在
に
お
い
て
正
覚
し
て
い
る
人

（釈
尊
）、
そ
れ
ら
多
く
の
人
々

（
一
切
諸
仏
）
は
全
て

『正
法
』
を
尊
重
し
た
し
、
尊
重
し
て
い

る
し
、
ま
た
尊
重
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら

「正
法
」
と
は
、
三
世
諸
仏
が
説
く

一
切
の
経
々
を
貫
き
通
す

「精
髄
」

も
し
く
は

「核
心
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
こ
の
比
丘
は
瞑
想
か
ら
醒
め
て
現
実
の
世
界
に
立
ち
帰
り
、
こ
の

「正
法
」
を
ま
さ
し
く

「仏
か
ら
聞
い
た
」
翁
如

是
我
聞
し

と
幾
人
か
の
比
丘
仲
間
に
語

っ
て
聞
か
せ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

「
『正
法

。
蓮
華
』
（∽”ａ
ぎ
目
甲
理
ａ
巳
ざ
）
と
ぃ
う

法
門
」
即
ち

『法
華
経
』
な
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
『法
華
経
』
作
者
に
は
こ
の
よ
う
な
神
秘
的
宗
教
体
験
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

己
の
創
作
品
は
決
し
て
経
の
贋
物
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

「経
」
↑

仏
か
ら
聞
い
た
も
の
、
金
口
直
説
）
で
あ
る
と
人
々
に
語
る

こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
っ
て
、
『法
華
経
』
に
限
ら
ず
初
期
大
乗
経
典
は
全
て
作
者
の
宗
教
生
命
を
賭
け
た
堅
固
な
信
仰
心
の
発
露

に
他
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
次
の
掲

〔２３
〕
を
最
終
偶
と
す
る
。

「私
は

（久
し
き
以
前
の
成
道
以
来
）
絶
え
ず
、
『
い
か
に
し
て
衆
生
を
正
覚
に
も
た
ら
し
め
る
か
』
、
『
い
か
に
し
て

（衆
生
は
）

仏
の
特
質
の
已
得
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
』
（と
）
、
（彼
ら
の
）
様
々
な
所
行
を
知

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
く

（種
々
の
教

法
を
）
衆
生

（＝
出
家
の
比
丘
）
に
語
る
の
で
あ
る
」
〔
２３
〕

こ
こ
に
、
釈
尊
は
、
は
る
か
昔
の
成
道
以
来
、
今
に
至
る
ま
で
、
途
絶
え
る
こ
と
な
く
衆
生
教
化
を
な
し
て
い
る
と
言
う
が
、
そ

の
実
態
は
謂
う
ま
で
も
な
く
、
燃
燈
仏
を
始
点
と
す
る
無
量
の
過
去
仏
の
出
現

・
説
法
と
そ
の
入
減
の
繰
返
し
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ

ス
革
入
人
の
踏
来
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
来
寿
壼
品
」



そ
釈
尊
の
有
す
る
生
命
の
発
現
、
「如
来
の
為
し
業
」
を
見
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
、
衆
生
の
所
行
に
応
同

し
て
説
い
た
教
法
と
は
、
具
体
的
に
言
う
な
ら
ば
、
仏
は
仏
在
世
時
の
も
と
か
ら
不
顛
倒
の
者
に
は
、
先
に
随
他
意
説
た
る
三
乗
を

説
き
、
そ
の
後
に
随
自
意
説
た
る

〈仏
乗
〉
を
説
示
し
た
の
で
あ
り
、　
一
方
、
顛
倒
の
想
い
を
も
つ
者
に
は
、
己
の
入
滅
を
告
げ
る

だ
け
で
実
際
に
入
滅
し
、
そ
れ
ら
を

〈仏
滅
後
〉
の
無
仏

・
悪
世
に
謂
わ
ば
陥
れ
て
、
「仏
を
見
た
い
と
切
望
さ
せ
る
」
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
仏
の
衆
生
教
化
の
究
極
目
標
は
、
仏
道
修
行
者
た
る
全
て
の
比
丘
の
正
覚
の
獲
得
に

あ
る
と
言
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
偶
は
ま
さ
し
く

「寿
量
品
」
を
総
括
す
る
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
の
よ
う
に
、
本
来
の

「如
来
寿
量
品
」
は
、
遠
く
は
燃
燈
仏
を
始
祖
と
し
、
そ
れ
に
続
く
無
量
の
過
去
諸
仏
と
、
未
来
は
当
来

仏
弥
勒
に
始
ま
る
無
量
の
未
来
諸
仏
の
、
そ
の
最
後
仏

（そ
の
名
は
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
「過
去
七
仏
」
の
第
六
番
目
の
迦
葉
仏
に
相

等
す
る
よ
う
な
仏
）
に
至
る
、
じ
つ
に
永
い
仏
の
連
な
り
―
―
そ
れ
ら
は
全
て
釈
尊

″
一
人
″
の
化
作
で
あ
る
故
に
、
謂
わ
ば
釈
尊

の

一
大
系
図
―
―
を
構
築
し
、
歴
史
的
実
在
で
あ
る
今
仏
釈
尊
は
そ
の
系
図
の
中
の
た
だ

″
一
人
″
の
現
在
仏
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
こ
の
娑
婆
世
界
の
教
主
で
あ
る
今
仏
釈
尊
に
つ
い
て
、
そ
の
出
現

（説
法
）
と
入
滅
に
ス
ポ
ツ
ト

・
ラ
イ
ト
を
当
て
、

な
か
で
も
そ
の
入
滅
こ
そ
、
我
々

〈仏
滅
後
〉
の
顛
倒
の
衆
生
に
対
す
る
教
化

（仏
の
働
き
）
そ
の
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
仏
の

出
現

（説
法
）
と
同
等
の

「如
来
の
為
す
べ
き
任
務
」
に
他
な
ら
な
い
と
説
い
て
、
今
仏
釈
尊
の
み
な
ら
ず
、　
一
切
諸
仏
入
滅
の
必

然
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
『法
華
経
』
「如
来
寿
量
品
」
は

″な
ぜ
、
今
仏
釈
尊
は
入
滅
し
た
の
か
″
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
イ
ン
ド
仏
教
史
上
、
全



く
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
き
た
根
源
的
問
題
に
つ
い
て
、
は
じ
め
て

一
つ
の
明
確
な
解
答
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

主

（１
）
拙
稿

「
『法
華
経
』
「方
便
品
」
に
お
け
る
へＣ
Ｏ
響
洋
８
８
】ヽ

、」
翁
仏
教
学
』
第
５５
号
、
（Ｎｅ
ｌ
（ｏ９

参
照
。

（２
）
『改
訂
梵
文
法
華
経
』
（山
喜
房
仏
書
林
、
ＨｏＯじ

（３
）
拙
稿

「お
題
目
は
な
ぜ
唱
え
る
も
の
な
の
か
―
―
常
不
軽
菩
薩
の
振
舞
―
―
」
翁
桂
林
学
叢
』
第
２２
号
、
平
２３
）
参
照
。

（４
）
岡
田
行
弘

「小
善
成
仏
と
常
不
軽
菩
薩
」
（坂
輪
宣
教
博
士
古
稀
記
念
論
文
集

『仏
教
文
化
の
諸
相
』
、

「
・ω【じ

に
、
「法
華
経
を

解
読
す
る
際
、
経
典
内
で
相
互
に
矛
盾
す
る
と
読
み
取
れ
る
箇
所
、
な
ら
び
に
論
者
が
解
釈
す
る
と
こ
ろ
の

『法
華
経
本
来
の
立

場
』
か
ら
見
て

『異
質
で
あ
る
』
と
判
断
さ
れ
る
文
節

。
偶
頌

・
さ
ら
に
は
品
な
ど
に
つ
い
て
、
直
ち
に

『後
代
の
増
広
付
加
で

あ
る
』
と
判
断
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
慎
重
で
あ
り
た
い
」
と
厳
し
い
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、
『法
華
経
』
の
み
な
ら
ず
初
期

大
乗
経
典
は
全
て
作
者
の
宗
教
生
命
を
賭
し
て
の
創
作
品
に
し
て
信
仰
表
明
書
と
見
る
立
場
か
ら
、
経
典
内
の
矛
盾
を

「会
通
」

す
る
よ
り
は
、　
一
旦
は
伝
統
的
解
釈
を
離
れ
て

「直
接
原
典
に
当
た
り
、
虚
心
に
原
典
を
読
み
、
原
典
自
身
に
そ
の
内
容
と
来
歴

を
語
ら
せ
る
」
（辛
嶋
静
志

「阿
弥
陀
浄
土
の
原
風
景
」、
『仏
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
第
１７
号
、
●
・８
）
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、
こ

の
説
に

『法
華
経
』
に
関
し
て
も
同
調
す
る
者
で
あ
る
。

（５
）
「現
行
梵
本
」
は
、
こ
こ
に
菩
薩
と
そ
の
従
者
の
数
に
つ
い
て
述
べ
る

（●
・圏
ω。ドＹ
Ｈ９

が
、
内
容
上
か
ら
は
無
意
味
で
あ
り
、

直
後
に
は
、
た
だ

「多
な
る
コ
ー
テ
ィ

。
…

。
千
の
菩
薩
」
９
日
ωヽ
Ｎｅ

と
あ
る
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
。

（６
）
こ
の
後
に
地
涌
菩
薩
と
そ
の
従
者
と
の
数
に
つ
い
て
延
々
と
述
べ
る
文

Ｃ
●
・Ｎｕωヽ
いＮ‐Ｎいいし

の
後
分
で
あ
る
こ
と
は
註

ふ
斗
入
人
の
踏
人
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「お
末
寿
壼
品
」



（５
）
に
よ
る
。
さ
ら
に
地
涌
菩
薩
が
釈
尊
等
を
礼
拝
し
た
と
述
べ
る
文

Ｃ
・いいい。∞‐Ｎじ

も
、
前
後
の
文
脈
に
添
わ
ず
、
後
分
で

あ
る
。
尚
、
い」
れ
ら
地
涌
菩
薩
が
虚
空
（岸
脚のじ
と
い
う

一
種
カ
プ
セ
ル
に
包
ま
れ
て
空
中
（Ｓ
Ｓ
コ．Ｆ
ｏ”）
に
立

っ
た
と
言
う
Ｃ
●
・圏
ｕ】田

ふ
日
・じ

の
は
、
地
涌
菩
薩
の
出
現
が
未
来
、
〈仏
滅
後
〉
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
今
時
と
は
異
次
元
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
表
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
上
行
菩
薩
ら
の
釈
尊

へ
の
挨
拶
を
述
べ
る
文

Ｃ
●
・圏
ｏ）∞‐ＮｏＮ）いじ

と
そ
の
後
の
文

Ｃ
・ＮｏＮ・〓

‐障
）
も
先
の
場
合
と
同
じ
理
由
か
ら
、
後
分
で
あ
る
。

（７
）
こ
の
後
の
偶

〔
６
〕
～

〔
２４
〕
は
註

（５
）
で
指
摘
し
た
長
行
の
重
掲
で
あ

っ
て
、
後
分
で
あ
る
。

（８
）
従
来

「
（彼
ら
が
い
た
）
そ
の
世
界
の
名
を
」
翁
中
公
訳
』
Ｆ

フ
Ｒ
）
と
解
さ
れ
て
お
り
、
『写
本
集
成
』
（≦
も
・ミ
９

で
は
、

Ｇ
本
、
Ｐ
本
、
Ｆ
本
は
へＳ
黎
”
が
①嗜
”りヽ

●
ピ
Ｓ
、と
ぁ
る
も
、
地
涌
菩
薩
の
い
る
世
界
が
娑
婆
世
界
の
地
下
で
あ
る
こ
と
は
す
で

に
冒
頭
で
示
さ
れ
て
い
る
故
に
、
こ
こ
は

「仏
の
名
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（９
）
「全

。
ぼ
さ
つ
。
ガ
ナ
」
と
は
、
「法
師
品
」
の
冒
頭

「
こ
の
会
座
で
…
…
如
来
に
面
と
向
か
い
合

っ
て
い
て
、
こ
の
法
門
を

聞
い
て
い
る
声
聞
乗
に
属
す
る
者
、
独
覚
乗
に
属
す
る
者
、
菩
薩
乗
に
属
す
る
者
」
を
指
し
て

「そ
れ
ら
全
て
は

（本
来
か
ら
）

ぼ
さ
つ

（成
仏
確
定
者
）
で
あ
る
」
♂
曽
お
Ｆ
Ｆ
イ
①お
げ
ａ
ｒ
中∽”彗
脚Ｐ
ｕ
・８
ｏ。下
９

と
言

っ
て
お
り
、
会
座
の
全
員
を
指
し
て
言
う

語
句
で
あ
る
。

（１０
）
こ
の
始
め
に
Ｓ^

，
躍

，Ｓ
上
コ
ピ
Ｔ
驚
『の８
”．
Ｃ
・８
いヽ
いじ

と
あ
る
が
、
後
分
で
あ
る
。

（Ｈ
）
こ
れ
に
先
立
つ
掲

〔
３３
〕
と
後
の

〔
３５
〕
は
後
分
。

（‐２
）
こ
の
掲
の
第
三
句
は

「現
行
梵
本
」
で
は
ゴ
ロ
”ξ
”
ぎ
優

ヽ
ぎ
ヨ
“
「
詳
謬
ミ
一昭
ｏ
、で
あ
る
が
、
『写
本
集
成
』
（≦
も
。卜∞じ

の
Ｐ

，
Ｐ
ヽ
「
等
に
けヽ
３
日

卜
Ｂ
ｐ
Ｆ
８
Ｂ
”
「
キ
謬
ミ
【黎
①
、と
あ
り
、
こ
の
ご
日
“
）を
採
る
。
但
し
、
渡
辺
照
宏

『ギ
ル
ギ
ツ
ト

出
土
法
華
経
　
ロ
ー
マ
字
版
』
Ｃ
・Ｈｏｅ

は
こ
の
オ
８
日
”．を
”^
二

多
ｏ
のと
ぎ
目
■

（但
し
、
『チ
ベ
ッ
ト
訳
』
は

「法
」
で
あ
る
）
と



註
記
す
る
故
に
、
渡
辺
は

「仏
の
特
質
」
貧
ご
目
じ

と
解
し
て
い
る
よ
う
だ
。

（・３
）へのＲ
Ｂ
ｒ
脚ど

，
脚
黎
”、の
へげ
Ｆ
仰
ｏヽ

、は
未
来
受
動
分
詞
で
あ
る
故
、
「仏
の
意
図
の
こ
れ
か
ら
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
」
と
訳
す
。
尚
、

註

（１
）
の
拙
稿
参
照
。

（・４
）
こ
の
後
の
、
地
涌
菩
薩
に
つ
い
て
の
地
下
の
虚
空
界
に
お
け
る
現
況
の
記
述

Ｃ
・Ｓ
い
。いＹ
μ９

は
、
彼
ら
の
役
割
が
ひ
と
え
に

〈仏
滅
後
〉
の
法
華
経
唱
導
に
あ
る
以
上
、
文
脈
上
、
全
く
無
関
係
で
あ
る
故
に
、
後
分
で
あ
る
。

（‐５
）
「現
行
梵
本
」
に
は
、ヽ

罵
ユ
Ｒ
詈
伴
。と
ぁ
る
が
、
こ
れ
で
は
次
下
の
マ
ニ
８
ｏ菖
一

（〔田
ε
）
と
区
別
が
つ
か
な
い
。
『写
本
集

成
』
（≦
も
。８
９

に
異
本
は
無
い
が
、
本
来
は
望
目
【巴
ぼ
【５

，
で
ぁ

っ
た
と
想
定
す
る
。

（・６
）
こ
れ
に
先
立
つ
掲

〔
３７
〕
と
後
の

〔
３９
〕
～

〔４２
〕
は
後
分
。

（・７
）
こ
の
前
に
あ
る
文

Ｃ
ｕ
。Ｎｏ∞ヽ
Ｎ
μ‐ＮＯ卜
し

は
後
分
。
ま
た
こ
の
後
の
長
文

Ｃ
・８
卜・μＮ‐Ｎｅ

も
、
後
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

地
涌
菩
薩
は
釈
尊
の

「息
子

（生
ム
っ
て
よ
じ

」
の
だ
が
、
彼
ら
は
釈
尊
の
滅
後
に
こ
の
地
上
に
出
現
す
る
者
で
あ

っ
て
、
釈
尊

と
地
涌
菩
薩
の
同
時
存
在
は
あ
り
え
ず
、
二
十
五
歳
の
青
年
が
百
歳
の
老
人
を
指
し
て

「我
が
子
」
と
い
う

「喩
」
は
成
り
立
た

な
い
し
、
こ
の
後
の
記
述
も
前
文

Ｃ
・８
卜・ド十
Ｈｅ

の
繰
り
返
し
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（・８
）
こ
こ
に
げヽ
ａ
〓
∽鋒
ｓ
４
翌
ぞ
響
、
（菩
薩
乗
に
属
す
る
）
と
あ
る
が
、
『般
若
経
』
の

″巻
き
返
し
″
（註

（１
）
の
拙
稿
参
昭
じ

で
、
後
分
で
あ
る
。

（‐９
）
本
来
の
偶
頌
段
は

〔
４４
〕
、
〔
４７
〕
、
〔
５３
〕
の
三
偶
だ
け
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（２０
）
「現
行
梵
本
」
に
は
次
の
文
に
先
立

っ
て

「次
の
よ
う
な
私
の

″加
持
″
力
の
保
持

↑
，
お

，
日
”‐げ
』
”‐卸争
げ
じ

を
聞
け
」

３
８
。Ｎ？
障
）
と
あ
り
、
従
来
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た

（伊
藤
瑞
叡

「法
華
経
寿
旦暑
Ш
如
来
秘
密
神
通
之
力
考
」
（野
村
燿
昌
博
士
古
稀

記
念
論
集

『仏
教
史
仏
教
学
論
集
』
昭
６２
、
参
照
）。
し
か
し
、
こ
の

″加
持
″

（ａ
ｒ
お

，
日
じ

の
語
は
、
当
該
箇
所
の
他
は

「讐

ス
キ
入
人
の
踏
人
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
来
寿
壼
品
」



喩
品
」
に

一
度

Ｃ
・ｏω】Ｎｅ
、
「見
宝
塔
品
」
に

一
度

Ｃ
。Ｎｏ∞）Ｎｅ

出
る
だ
け
で
、
い
ず
れ
も
後
の
付
加
挿
入
と
見
ら
れ
、
ま
た

「薬
王
菩
薩
本
事
品
」
に
頻
出
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
語
の
後
発
性
が
窺
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
も
、
恐
ら
く
、
後
に
釈
尊

を
も

つ
て

「常
住

・
不
滅
」
（∽”欝

∽豊
Ｓ

，‐●
艶
●
一コ
骨
）
と
改
貨
し
た
際
に

「常
住

・
不
滅
」
の
根
拠
付
け
と
し
て
付
加
挿
入
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
偶

〔
４
〕
、
〔１０
〕
と
と
も
に
後
分
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
、
こ
れ
を
削
除
し
て
も
文
脈
上
何
の
支
障
も
き
た

さ
な
い
こ
と
は
、
こ
の
後
の
論
述
か
ら
認
め
ら
れ
よ
う
。
拙
著

『〈仏
滅
後
と

Ｃ
・∞ｏじ

を
改
め
、
己
の
未
熟
を
詫
び
る
。

（２‐
）
こ
れ
は
、
「仏
乗
品
」
で
世
間
の
通
念
で
あ
る

″梵
天
勧
請
″
を
き

つ
ば
り
と
否
定
し
て
い
る

（Ｆ

下
Ｈ葛
）
の
と
軌
を

一
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
註

（１
）
の
拙
稿
参
照
。

（２２
）
塚
本
啓
祥

「法
華
経
の
時
間
論
」
（渡
邊
宝
陽
編

『法
華
仏
教
の
仏
陀
論
と
衆
生
論
』
、
昭
６０
、
平
楽
寺
書
店
、
旧
・【ｏ∞―
ド８
）
は
こ

の
五
百
塵
点
劫
の
喩
を
取
り
上
げ
、
そ
の
数
値
化
を
は
か
る
が
、
喩
自
体
の
読
解
に
誤
り
が
あ
り
、
論
考
全
体
も
、
と
て
も
首
肯

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

（２３
）
た
だ
し
ヽ
「法
師
品
」
に
は
、
こ
の
掲

〔
２６
〕
に
先
立
つ
長
行
に

「
父
仏
滅
後
〉
に
）
他
の
世
界
に
現
在
す
る

（＝
現
に
生
き
て

い
る
）
私

（釈
尊
と

と
い
う
句
が
三
度

Ｃ
。さ
ω・【∞〕フ
Ｎｏ∞ヽ
Ｎじ

も
存
す
る
し
、
「勧
持
品
」
に
も

「他
の
世
界
に
現
在
す
る
世
尊

（釈
尊
と

Ｃ
・ＮωＮ・ｕ‐ｅ

と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
決
し
て
釈
尊
が
こ
の
娑
婆
世
界
と

「そ
の
他
の
世
界
」
―
―
そ
れ
も

「不
可
思

議

・
コ
ー
テ
イ
も
の
無
数
の
世
界
―
―
と
に
同
時
存
在
す
る
と
言

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
尚
、
『妙
法
華
』
に
は
、
「自
従
是
来

我
常
在
此
娑
婆
世
界
説
法
教
化
　
亦
於
余
処
百
千
万
億
那
由
他
阿
僧
祇
国
導
利
衆
生
」
（Ｓ
げ
ヽ
‐Ｎｅ

と
あ

っ
て
、
羅
什
が

「常
住
」
と
補

っ
て
訳
し
た
所
に
、
ま
さ
に
こ
の

一
段
の
後
分
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

（２４
）
「現
行
梵
本
」
に
は
、ゴ
日
〕ご
）の
前
に
口^
ｏ
■
キ
営
のＬ
ヽ
Ｌ

，
８
日
巴
８
８
脚、げ
〓
中ユ
ト
翠
”）の
三
語
が
あ

つ
て
、
合
せ
て
四
語
か

ら
な
る
極
め
て
長
い
複
合
語
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
長
い
複
合
語
は
、　
当
叩り
物
″
と
し
て
の

『法
華
経
』
に
あ
っ
て
は



文
体
上
、
極
め
て
異
常
で
あ
り
、
個
々
の
語
に
し
て
も
、
「方
便
」
（暫
定
的
な
仮
の
手
段
）
と
い
う
語
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
こ

で
の
登
場
は
唐
突
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
語
は
後
分
で
あ
る
。
拙
著

『〈仏
滅
後
と

（３
・８
⑬‐お
じ

を
改
め
る
。

（２５
）
な
ぜ
な
ら
、
は
る
か
昔
、
釈
尊
が
未
だ

一
青
年

（凡
夫
）
で
あ

っ
た
時
、
燃
燈
仏
に
散
華

。
布
髪
を
な
し
た
と
こ
ろ

「お
前

は
将
来
に
釈
迦
と
い
う
名
の
仏
に
成
る
」
と
授
記
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
「序
品
」
の

「
日
月
燈
明
仏
過
去
諄
」
で
、
日
月
燈
明

仏
の
実
子
で
あ
る
八
王
子
が

〈仏
滅
後
〉
に
お
け
る

『法
華
経
』
聴
間
に
よ
っ
て
仏
と
成

っ
た
と
説
か
れ
て
い
る
な
か
で
、
そ
の

最
後
の
仏
が

「燃
燈
仏
」
で
あ

っ
た
と
言
う
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の

「寿
量
品
」
で
釈
尊
が

「燃
燈
仏
を
始
点
と
す
る
」
即
ち

″

始
祖
″
と
す
る
こ
と
を
臨
ん
で
の
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
個
処
は

『妙
法
華
』
に
は

「於
是
中
間
　
我
説
燃
燈
仏
等
　
又
復
言
其
入
於
涅
槃
　
如
是
皆
以
方
便
分
別
」

（ミ
げ
出
占
じ

と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
先
に

「自
従
是
来
　
我
常
在
此
娑
婆
世
界
」
（ミ
げ
８
‐Ｎじ

と
言
い
乍
ら
、
ど

う
し
て
こ
こ
に
至

っ
て

「
こ
の
中
間
に
」
唐
突
に

「燃
燈
仏
」
の
名
が
出
て
き
て
、
「そ
れ
ら
仏
の
存
在
し
た
こ
と
を
説
く
」
の

か
、
さ
ら
に
は

「そ
の
仏
等
の
入
滅
し
た
こ
と
を
言
う
」
の
か
、
そ
の
理
由
が
全
く
不
可
解
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
上
に
、
燃
燈

仏
等
の
出
現
と
入
滅
は

「方
便
」
即
ち
真
実
を
明
か
す
ま
で
の
便
宜
的
な
仮
の
手
段
に
よ
る

「分
別
」
（＝
考
え
ら
れ
た
も
の
）
で

あ
る
と
言
い
、
ま
さ
し
く

「方
便
現
涅
槃
」
（偶

〔３
〕
の
文
）
の
意
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
が
羅
什
の

『所
依
梵
本
』

に
基
づ
く
訳
文
で
あ

っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
そ
の

『所
依
梵
本
』
も

「現
行
梵
本
」
と
同
じ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、
羅
什
は
、
そ
の

『所
依
梵
本
』
に
も
、
す
で
に

「現
行
梵
本
」
と
同
じ
く
、
後
に

「如
来
は

（成
道
以
来
）
無
量
の
寿

命
の
量
を
も

っ
て
常
住
で
あ
り
、
入
減
し
た
こ
と
の
な
い
如
来
は

（衆
生
）
教
導
の
故
に
入
滅
を
示
現
す
る
」
―
―
こ
れ
を
羅
什

は

「如
是
我
成
仏
己
来
　
甚
大
久
遠
　
寿
命
無
量
阿
僧
祇
劫
　
常
住
不
滅
」
（ミ
ｏ
８
‐Ｎ
じ

と
訳
す
―
―
と
あ
る
、
そ
の
意
を
汲

ん
で
、
「燃
燈
仏
に
始
ま
る
諸
の
如
来
た
ち
」
を

「於
是
中
間
　
我
説
燃
燈
仏
等
」
と
改
変
し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
諸
仏
の
出
現
と

ふ
ヰ
入
人
の
踏
来
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
未
寿
壼
品
」



入
滅
を
も

つ
て

「そ
れ
ら
全
て
は
私
に
よ
っ
て
方
便

・
教
法
説
示

・
能
演

（静
Ｆ
〓
〓
響
じ

・
″化
作
さ
れ
た
も
の
″
Ｃ
Ｆ
ｐ中じ

で
あ
る
」
と
い
う

一
連
の
複
合
語
の
理
解
に
苦
し
み
、
挙
句
の
果
て
に
、
イ
ン
ド
の
特
異
な
概
念
で
あ
る
肝
心
の

「化
作
さ
れ

た
」
と
い
う
語
を
完
全
無
視
し
、
た
だ
、
意
味
の
解
か
る

「方
便
」
の
語
だ
け
を
取
り
上
げ
て

「如
是
皆
以
方
便
分
別
」
と
、
謂

わ
ば
改
貨
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
、
本
来
の

『法
華
経
』
に
は

″化
作
さ
れ
た
″
と
だ
け
あ

つ
た
も
の
が
、
後
に
」^
ｏ
響
詳
日
の”【ヽ
”・
０
ぎ
ヨ
Ｐａ
①
、

の８
Ｐ
静
〓
ュ̈
ト
岬
”。の
三
語
が
、ユ
日
二
Ｓ
、の
前
に
添
付
さ
れ
て
、
こ
こ
に
四
語
か
ら
な
る
長
い
複
合
語
が
為

っ
た
の
で
あ
り
、
こ

れ
が

「現
行
梵
本
」
で
あ
る
。
こ
の
複
合
語
の
意
味
を
仮
に

「方
便

（暫
定
的
な
仮
の
手
段
）
に
依
る
教
法
説
示
と
い
う
能
演
の

た
め
に
化
作
さ
れ
た
も
の
」
と
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
前
三
語
を
添
付
し
た
意
図
は
、
「燃
燈
仏
を
始
点
と
す
る
無
量
諸
仏
は

化
作
さ
れ
た

（も
の
と

と
す
る
本
来
の
文
の
意
趣
を
、
な
ん
と
か
釈
尊
を
も

っ
て
常
住

↑
水
遠

・
不
死
）
と
す
る
後
分
の
文
に
合

致
さ
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
羅
什
の

「如
是
皆
以
方
便
分
別
」
は
ま
さ
し
く

「現
行
梵
本
」
に
お
け
る
改
賀

の

″総
仕
上
げ
″
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

（２６
）
拙
著

『〈仏
滅
後
と

Ｃ
●
・ヽ
Ｎ‐いヽ
Ｐ

Ｕ
・ωｏトー〓
じ

参
照
。

（２７
）
「十
方
の
仏
国
土
」
と
は
、
招
集
せ
ん
と
す
る
仏
の
住
す
る

（広
義
の
）
仏
国
土
内
の

（狭
義
の
）
十
方
仏
国
土
で
あ

っ
て
、

丁
度
、
現
前
サ
ン
ガ
に
お
け
る
比
丘
の
全
員
参
加
と
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
サ
ン
ガ
の
結
界
の
内
に
在
る
比
丘
の
全
員
で
あ
る
の
と

同
様
で
、
例
せ
ば
、
釈
尊
が
招
集
仏
で
あ
る
時
、
（広
義
の
）
娑
婆
世
界
の
内
に
在
る

（狭
義
の
）
十
方
仏
国
土
の
諸
仏
全
員
で

あ

っ
て
、
娑
婆
世
界
の
外
に
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
世
界
な
ど
の
他
方
世
界
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ヨ
一変
土
田
」

に
よ
る
あ
た
か
も
全
宇
宙
の
十
方
諸
仏
の
大
集
合
を
思
わ
せ
る
記
述
は
後
分
と
見
る
べ
き
で
、
こ
の
点
、
拙
著

『〈仏
滅
後
こ

の

当
該
箇
所
の
所
論
を
改
め
る
。



（２８
）
こ
の
後
に
、
７
…
。劣

っ
た
志
向
の
善
根
少
な
き
者
に
は

『私
は
出
家
し
て
か
ら
ま
だ
若
い
。
だ
か
ら
正
覚
し
て
か
ら
久
し
く

は
無

い
』
‥
…
。」
と
言

い
、
さ
ら
に
所
謂

「六
或
示
現
」
を
述
べ
る
長
文

の

一
段

Ｃ
●
・ＮＮｏ
・い∞‐ＮＮ
仁
）
は
、
釈
尊
を
も

っ
て

「常
住
」
で
あ
る
と
本
来
の

『法
華
経
』
を
改
変
し
た
者
の
辻
棲
合
せ
の
付
加
挿
入

（後
分
）
で
あ
る
。
こ
れ
も
拙
著

『〈仏
滅

後
と

Ｃ
・卜ｏ９

を
改
め
る
。

（２９
）
こ
の
前
に
あ
る

「如
来
に
よ

っ
て
語
ら
れ
た

（限
り
の
）
そ
れ
ら
法
門
は
全
て
真
実

↑
”■
じ

で
あ
る
」
Ｃ
ＮＮμ）Ｎ‐じ

は
先

の
註

（２８
）
で
後
分
と
見
倣
し
た
長
文
を
指
し
て
言
う
も
の
で
、
後
分
で
あ
る
。
こ
れ
も
拙
著

『〈仏
滅
後
と

Ｇ
・卜ｏじ

を
改
め

る
。
ま
た
、
こ
の
後
の
仏
の

「三
界
の
如
実
知
見
」
を
述
べ
る
文

Ｃ
Ｎ
Ｈ）卜‐９

は
、
般
若

・
空
思
想
を
説
く
も
の
で
、
文
脈
上
、

『法
華
経
』
と
は
無
縁
で
、
『股
若
経
』
の

″巻
き
返
し
″
（註

（１
）
の
拙
稿
参
昭
じ

で
あ
り
、
後
分
。

（３０
）
「仏
乗
品
」
に

「如
来
こ
そ
は
そ
れ
ら
諸
法

↑

一
切
衆
生
）
が

（何
で
あ
る
か
に
つ
い
こ

　
″
明
ら
か
に
見
る
″
者
」

９
Ｎｏ・Ｎ）
と
あ
り
、
「現
行
薬
草
喩
品
」
に
も

「そ
れ

（＝
一
切
衆
生
）
に
つ
い
て
如
来
こ
そ

″明
ら
か
に
見
る
″
者
」
９
【ぶ
。Ｎ？

Ｎ
じ

と
あ
る
。

（３．
）
こ
の
後
の
文

Ｃ
・Ｎヽ
い。ｏ‐
ドじ

は
先
の
註

（２９
）
で
後
分
と
し
た
文

Ｇ
ヽ
いヽ
Ｎ‐じ

に
つ
い
て
の
注
釈
的
文
言
で
重
複
し
、
後
分
。

（３２
）
「現
行
梵
本
」
の
ゴ
く
器
！ｏ中『”．
Ｃ
・埓
μもドじ

を
ゴ
くＲ

９
８
。と
校
訂
す
る
。

（３３
）
こ
の
本
文
想
定
に
は
、
写
本
等
の
支
持
は
全
く
な
い

（『写
本
集
成
』
口
・　
ｕ
・３
‐ｏ９

か
ら
、
「正
常
な
文
献
学
の
限
界
を
越
え

る
主
張
」
（勝
呂
信
静

「書
評
　
苅
谷
定
彦
著

『法
華
経

一
仏
乗
の
思
想
Ｌ

『法
華
経
文
化
研
究
』
第
Ｈ
号
）
と
同
様
の
、
厳
し
い
批
判

が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
文
献
学
の
範
囲
に
留
ま

っ
て
い
て

『法
華
経
』
の
思
想
究
明
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
、
こ
れ

に
つ
い
て
も
思
想
究
明
の
上
か
ら
の
厳
し
い
批
判
を
乞
う
。

（３４
）
「現
行
梵
本
」
の

「入
滅
し
た
こ
と
の
な
い
如
来
が
衆
生
教
導
の
故
に
入
滅
を
示
現
す
る
」
を
羅
什
が
た
だ

「不
滅
」
（Ｓ
ｏ
Ｓ

ネ
キ
入
人
の
ぬ
人
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
来
寿
壼
品
」



も
い）
と
し
か
訳
出
し
て
い
な
い
の
は
、
釈
尊
の

「常
住
」
、
永
遠

・
不
死
を
言
い
乍
ら
、
こ
こ
に

「入
滅
を
示
現
す
る
」
と
言
う
、

こ
の

「現
行
梵
本
」
の
矛
盾
を
隠
蔽
す
る
も
の
で
あ
る
。
平
川
彰

「法
華
経
の
本
流
と

『如
来
寿
量
品
』
の
位
置
」
翁
平
川
彰
著

作
集
』
第
六
巻
、
四
六
七
頁
以
降
）
に

「久
遠
実
成
の
本
仏
の
思
想
を
説
く
寿
量
品
は
法
華
経
の
構
成
上
か
ら
見
る
と
、
法
華
経
の

流
れ
を

一
貫
す
る
本
流
の
中
に
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
、
他
の
方
面
で
成
立
し
、
後
に
加
え
ら
れ
た
」
（取
意
）
と
あ

る
が
、
こ
れ
は

「現
行
梵
本
」
や

『妙
法
華
』
に
依

っ
て
、
釈
尊
を
も

つ
て

「久
遠
実
成
の
本
仏
」
と
解
す
る
が
故
に
、
か
え

つ

て

「法
華
経
の
本
流
に
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
」
と
言
わ
ぎ
る
を
得
な
く
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（３５
）
「現
行
梵
本
」
に
は
、へｏ
”民
ユ
ロ

げ
ｏ
ヽ
ｒ
【８
警
【”占
Ａ

鰤ヽ。
（過
去
の
菩
薩
行
）
と
あ
る
が
、
未
だ
菩
薩
行
を
完
了
し
て
い
な
い
者
が
、

ど
う
し
て
い
ま
釈
尊
と
い
う
仏
に
成

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
上
、
仏
の
衆
生
教
化
は
あ
く
ま
で
成
道
後
の
こ
と
で
あ

つ

て
、
し
か
も
そ
れ
は
そ
の
仏
の
過
去
の
菩
薩
行
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
る
。
故
に
、
直
前
に
あ
る

「じ
つ
に
如
来
に
よ
っ
で
為
さ

れ
る
べ
き
こ
と

（ご
計
く
じ
、
そ
れ
を
如
来
は
為
し
て
い
る
」
Ｃ
・ヽ
い。いソ
μじ

に
よ
っ
て
、
写
本
等
の
支
持
は
全
く
な
い
が
、
私

に
想
定
し
た
の
で
あ
る
。
拙
著

『〈仏
滅
後
と

Ｃ
●
・ト
エ
‐ト
ドじ

を
改
め
る
。

（
３６
）

『版

本

』

９

ω
Ｈ
ｏ
じ

や

『
土

田

本

』

９

ヽ
Ｎ
じ

は

、
罵^

ユ
●
一昭

巴

驚

ゞ

】
マ
マ
営

】留

Ｓ

ｐ）と

ぁ

る

が

、

『
写

本

集

成

』

（口
・

ｕ
。ｏ
じ

で
は
、
全
て
ゴ
ユ
●
【昭
巴
い。Ｓ
　
響
場
も
墨
ヨ
留
８
ｐ。と
ぁ
っ
て
、
明
白
に

″分
ち
書
き
″
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
間
に
＼^．か

。ミ
．の
０
３
〓

が
あ
る
も
の
も
あ
る
。
意
味
の
上
か
ら
こ
れ
を
採
る
。
『版
本
』
や

『土
田
本
』
の
校
訂
は
、
恐
ら
く

『妙
法

華
』
「我
本
行
菩
薩
道
所
成
寿
命
」
（Ｓ
ｏ
圏
）
と
い
う
羅
什
の
読
解
に
引
き
摺
ら
れ
た
も
の
で
、
写
本
の
厳
密
な
検
討
に
依
る
と

は
思
え
な
い
。
な
お
、
渡
辺
照
宏

「法
華
経
原
典
の
成
立
に
関
す
る

一
考
察
」
（金
倉
園
照
編

『法
華
経
の
成
立
と
展
開
』、
お

９ヽ

所
収
）
に
お
け
る
当
該
箇
所
の
言
及

Ｃ
●
・曽
。卜‐∞ｏじ

は
全
く
腑
に
落
ち
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
冒
頭
の
。●
”
８

団
く８

日
の
。

Ｃ
ＮＮ仁
ｅ

を
全
く
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、へ団
く牌
．の
語
の
無
視
は

『ケ
ル
ン
の
英
訳
』
９
∞ｏじ

を
始
め



諸
の
日
本
語
訳
で
も
同
様
で
あ

っ
て
、
そ
の
結
果
、へげ
ｏ
一
す
中８
警
ギ
８
要
脚、か
．Ｓ

，
躍
”Ｓ
‐ざ
熟
一■
脚．か
は
措
く
と
し
て
も
、
こ
れ

で
は
、
そ
れ
の
完
了

Ｃ
盟
●
】ｏ●
卸Ｑ】こ

と
寿
命
の
満
了

Ｃ
盟
〓
ヨ
じ

と
の
相
関
関
係
は
全
く
不
明
で
あ
る
。
後
の
渡
辺

『ギ
ル

ギ

ッ
ト
法
華
経
梵
本

　

ロ
ー

マ
字
版
』

を
見

る
に
、
ヘロ

，
８

５
く
８

日
ｏ
ざ
ＦＳ
●
嗜
押

”
一
Ч
ぼ
一
罵
●
ュ
ロ

げ
ｏ
一
Ｆ
一■
牙
８
盟
Ｊ

生
一日
●

０
巴

団̈
Ｐ
己
昭
Ｅ
黒
■
目

⊇
要

８
生
一ロ
ヨ
選
】
９
〓
ω）８
‐
ド【）と
あ
る
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
へ困
①巴

ｏ
選
ユ
ｒ
テ
ｏ
Ｏ
〓
墨
晉
８
巳
『も
生
一●
イ

ｏ
巴
３
雇
昭
『ω目
〓
日
「

（こ
の
間
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
―
引
用
者
省
略
）
＝
我
本
行
菩
薩
道
所
成
寿
命
今
猶
未
尽

（妙
法
華
）、
Ｒ

あ
。あ
、と
註
記
す
る
。
こ
れ
は
渡
辺
博
士
の
、
羅
什
の
読
解
に
固
執
す
る
故
の
誤
謬
で
あ
る
と
言
う
他
な
い
。

（３７
）
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
今
仏
釈
尊
の
入
滅
を
も

っ
て
、
先
の

「現
行
梵
本
」
の
よ
う
に

「入
滅
し
た
こ
と
の
な
い
如
来
が

入
滅
を
示
現
す
る
の
は
、
衆
生
教
導
の
故
で
あ
る
」
Ｃ
・ミ
ト・覇
‐
８
）
な
ど
と
は
決
し
て
述
べ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
所
の

『妙
法
華
』
は

「然
今
非
実
滅
度
　
而
便
唱
言
当
取
滅
度
」
（ミ
ｏ
Ｎ
‐Ｎじ

と
、
「真
実
の
滅
で
は
な
い
が
、
便
宜
的
に

唱
え
て
、
『滅
す
る
』
と
言
う
」
と
訳
し
、
直
後
に

「如
来
以
是
方
便
　
教
化
衆
生
」
↑
Ｎ
ｏ
鷺
）
と

「現
行
梵
本
」
に
な
い
語
句

を
補

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「現
行
梵
本
」
に
、
次
に
取
り
上
げ
る
よ
う
に

「な
ぜ
な
ら
」
と
い
う
語
の
後
に

「私
は
こ
の
因
縁

に
よ

っ
て

（営
ｏ日

ｏ
３
「ギ
①Ｆ
Ｉ
決
し
て

「方
便
に
よ

っ
て
」
（Ｃ
響
眸

営
■

ｏヽ●
じ

で
は
な

い
）
衆
生
を
成
熟
さ
せ
る
」

Ｃ
ＮＮＮ。ｅ

と
い
う
文
―
―
こ
れ
も
後
分
で
あ
る
が
―
―
を
、
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
羅
什
は
釈
尊
を

も

っ
て
常
住
に
し
て
永
遠

ｏ
不
死
と
い
う
観
念
に
固
く
執
ら
わ
れ
て
、
入
滅
を

「方
便
」
即
ち
仮
の
手
段
と
見
倣
し
て
い
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
。

（３８
）
こ
の
後
に
先
の
註

（３７
）
で
指
摘
し
た

「私
は
こ
の
因
縁
に
よ
っ
て
衆
生
を
成
熟
さ
せ
る
」
Ｃ
・ヽ
Ｎじ

と
あ
る
の
だ
が
、
後

分
で
あ
る
。

（３９
）
こ
の
後
に

「福
徳
を
欠
き
、
…
…
邪
見
の
網
で
覆
わ
れ
た
」
と
い
う
過
度
の
形
容
句
が
存
す
る
が
、
衛
文
で
あ
る
。

ふ
専
入
成
の
踏
恭
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
来
寿
壼
品
」



（４０
）
こ
の
後
に
あ
る
文

Ｃ
・ヽ
Ｎ
・８
‐
卜と

は
前
文
の
解
説
文
で
、
後
分
。

（４．
）
こ
こ
に
へ」
ｏ
針
詳
８
８
【罵
●
“．
（方
便
―
暫
定
的
な
仮
の
手
段
―
に
よ
っ
て
）
の
語
が
あ
る
が
、
唐
突
で
前
後
の
文
脈
に
合
わ
ず
、

後
分
と
見
て
削
除
す
る
。

（４２
）
こ
の
後
に
あ
る
文

Ｃ
・Ｎ
Ｎ】工
‐
“
）
も
前
文
の
解
説
文
で
あ

っ
て
、
著
し
く
文
の
勢
い
を
削
ぐ
故
に
、
後
分
。

（４３
）
こ
の
仰
ｏｏ”囀
”‐
の，ュ
酬
．は
饒
倖

（思
い
が
け
な
い
幸
せ
）
の
感
情
を
表
し
、　
一
方
、
後
の
８^
Ｆ

，あ
選
言
仰、は
勿
論
、
悲
し
み
の

感
情
を
い
う
も
の
で
、
全
く
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
文
は
こ
こ
で
三
分
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
『ケ
ル
ン
の
英

訳
』
９
８
じ

も

『岩
本
訳
』
も

「不
思
議
に
思
う
で
あ
ろ
う
し
、
悲
し
く
思
う
で
あ
ろ
う
」
（下
、
も
・Ｎじ

と
続
け
て
お
り
、
他

の
日
本
語
訳
も
全
て
同
じ
で
あ

っ
て
、
こ
れ
ら
全
て
は
文
意
を
捉
え
損
ね
た
誤
訳
で
あ
る
。

（４４
）
こ
の
後
に
あ
る
文

「如
来

（を
）
所
縁

（と
す
る
）
作
意

（に
よ
っ
て
生
ず
る
）
善
根
は
彼
ら
に
と

っ
て
長
夜
に
わ
た

っ
て
利

益
、
幸
福
、
安
楽
と
な
る
」
Ｃ
ＮＮＮ
卜
‐Ｎじ

は

一
般
民
衆
に
向
け
て
の
文
言
で
あ

っ
て
、
出
家

の
宗
教
た
る

「仏

の

）
教

↑
ι
」
で
は
な
い
。
故
に
後
分
で
あ
る
。

（４５
）
『妙
法
華
』
は

「以
此
事
故
　
我
作
是
言

『諸
比
丘
　
如
来
難
可
得
見
』
斯
衆
生
等
聞
如
是
語
　
必
当
生
於
難
遭
之
想
　
心
懐

恋
慕
　
渇
仰
於
仏
　
便
種
善
根
」
（お
”
Ｗ
３

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
羅
什
は
、
原
典

（梵
文
法
華
経
）
に
お
け
る
肝
心
の

「仏

在
世
時
の
衆
生
」
（Ａ
上
①
、
②
）
と

「
〈仏
滅
後
〉
の
衆
生
」
（Ｂ
）
と
の
峻
別
を
全
く
理
解
せ
ず
、
そ
の
た
め
、
Ａ
ｌ
②
の
衆
生

の

「稀
有
と
い
う
想
い
を
起
す
」
を
訳
出
せ
ず
、
さ
ら
に

（Ｂ
）
〈仏
滅
後
〉
の
衆
生
に
つ
い
て
は
、
「悲
嘆
の
想
い
を
生
ず
」
を

訳
出
せ
ず
、
そ
の
上
、
「渇
望
を
生
じ
た
者
と
な
る
」
を
、
根
本
煩
悩
を
指
す

「渇
愛
」
と
同
じ
語
で
あ
る

「渇
望
」
の
語
に
驚

い
た
の
で
あ
ろ
う
、
原
典
に
全
く
な
い

「心
懐
恋
慕
」
を
補
い
、
「渇
仰
於
仏
」
と
当
り
障
り
の
な
い
言
葉
に
改
変
し
、
そ
の
上

「便
種
善
根
」
と
補
足
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は

「難
遭
之
想
」
を
生
じ
た
衆
生
は
全
て

「心
懐
恋
慕
　
渇
仰
於
仏
」
す



る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
到
底
、
原
典

（梵
文
法
華
経
）
の
意
趣
を
表
出
し
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。
そ
れ
故
に
、
こ
の

後
に
出
る

「良
医
治
子
喩
」
の
主
旨

（悲
嘆
の
果
て
の
顛
倒
の
消
滅
）
も
、
後
の
掲

〔
５
〕
、
〔
６
〕
の
主
旨

（渇
望
の
果
て
の

「素

直
な
心

（＝
宗
教
的
平
安
の
境
地
」
の
生
起
）
も

『妙
法
華
』
で
は
明
確
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
多
く
の

『日
本
語
訳
』
も
、
ま
た

謂
わ
ば

″偏
依
羅
什
″
の
故
の
誤
訳
で
あ
る
。

（４６
）
『土
田
本
』
は

『版
本
』
の
。８
８
島
も
”Ｑ
響
”。を
Ｑヽ
ぎ
日
〕”も
月

響ヽ
”。と
校
訂
す
る

（「
・ヽ
Ｎも圏
）
が
、
そ
れ
で
も
文
意
は
明
ら

か
で
な
い
。
『妙
法
華
』
「諸
仏
如
来
法
皆
如
是
」
↑
ω
”
じ

は

「仏
乗
品
」
の

「
一
切
十
方
諸
仏
法
亦
如
是
」
貧
げ
じ

と
同
じ
で
、

こ
の

「法
」
は
＾ヽ
Ｊ
目
・”団
．
ｃ
・ωＮ）Ｎ９

で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
当
該
箇
所
を
、
写
本
の
支
持
は
全
く
無
い

翁
写
本
集
成
』
ヌ

フ

Ｎ
Ｎ
）

が

、
へヽ

ｒ
曽

日

”
．ｏ
『
０^
ぎ

日

】
”
５

、と

私

に

校

訂

す

る

。

（４７
）
こ
の
ゴ
ｏ
生
Ｆ
）を
ど
の
よ
う
に
現
代
日
本
語
訳
す
れ
ば
良
い
の
か
、
己
の
能
力
を
超
え
る
故
に
、
漢
訳
の

「顛
倒
」
を
そ
の

ま
ま
使
用
す
る
。
「顛
倒
」
の
意
味
は
、
凡
夫
の
、
煩
悩
な
ど
の
た
め
仏
と
は
逆
さ
ま
の
誤

っ
た
見
方
を
い
う
も
の
で
あ

っ
て
、

「転
倒
」
（取
り
乱
し
、
あ
わ
て
る
こ
と
）
等
で
は
な
い
。
即
ち
、
『中
公
訳
』
「あ
る
も
の
は
観
念
が
倒
錯
し
、
あ
る
も
の
は
正
常
な

観
念
を
も

つ
て
い
る
」
貧

や
は
じ

な
ど
の
諸
の
現
代
語
訳
は
首
肯
し
が
た
い
。

尚
、
こ
の
喩
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る

「顛
倒
」
を
羅
什
は
、
多
く

「失
本
心
」
、
「失
心
」
と
訳
し
、
た
だ

一
個
所

「心

皆
顛
倒
」
（お
”
譴
‐Ｎじ

と
あ
っ
て
、
梵
語
で
は
両
者
は
同

一
の
語
で
あ
る
こ
と
が
全
く
解
ら
な
い
し
、
そ
の
上
、
こ
の
喩
の
根

幹
を
示
す
文

「彼
ら

（顛
倒
の
想
い
を
も
つ
者
）
は
絶
え
ま
な
く
悲
嘆
に
陥

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
顛
倒
の
想
い
は
不
顛

倒
の
想
い
に
な

っ
た
」
Ｃ
。Ｎヽ
卜
おヽ
ＩＮ
じ

を

「常
懐
悲
感
　
心
遂
醒
悟
」
（お
げ
Ｙ
じ

と
訳
し
て
、
こ
れ
ま
た

「顛
倒
」
の
語
を
訳

出
せ
ず
、
原
文
か
ら
大
き
く
外
れ
て
お
り
、
こ
の
喩
そ
の
も
の
の
理
解
が
十
全
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
す

で
に
註

（４５
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に

″仏
在
世
時
と

〈仏
滅
後
〉
の
峻
別
″
と
い
う

『法
華
経
』
の
根
本
的
立
場
を
羅
什
が
全
く

釈
卑
入
人
の
踏
人
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
来
寿
壼
品
」



理
解
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

（４８
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
著

『〈仏
滅
後
と

Ｃ
・卜あ

の
註
４９
）
参
照
。

（４９
）
こ
の
間
に

「現
行
梵
本
」
で
は

「そ
こ
で
私
は
こ
れ
ら
の
子
に
」^
ｏ
ご
洋
営
の”】ヽ

日
〕
（方
便
で
も
っ
て
）
こ
の
薬
を
飲
ま
せ
よ

う
と
」
（ＮＮ卜
・べ‐９
、
「さ
て
、
か
の
医
者
は
ヘロ
ｏ
針
洋
営
のＬ
ヽ
日
。
（方
便
で
も
っ
て
）
こ
の
薬
を
飲
ま
せ
よ
う
と
し
て
」
（ＮＮ卜じ
、

「ヘロ
ｏ
針
洋
営
の“【ヽ

口
”．
（方
便
で
も
っ
て
）
諭
し
て
後
」
９
ＮＮ卜・μじ

と
、へ」

ｏ
針
キ
営
のＬ
ヽ
い
”、の
語
が
、
三
度
も
立
て
続
け
に
出
る
。

こ
の
Ｌ
Ｏ
響
”ざ
雰
”】ヽ

。
（方
便
）
は
、
「衆
生
に
真
実
を
明
か
す
ま
で
の
暫
定
的
な
仮
の
手
段
」
の
意
味
で
、
『般
若
経
』
の

″巻

き
返
し
″
↑

註

（１
）
の
拙
稿
参
昭
じ

に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
来
の
喩
の
意
趣
を
全
く
損
な
わ
せ
る
も
の
で
、

後
分
で
あ
る
。

（５０
）
こ
の
後
、
「医
者
は
子
ら
が
苦
痛
か
ら
脱
し
た
の
を
見
て
、
子
ら
の
前
に
姿
を
現
し
た
」
Ｃ
。Ｎド
・ミ
‐Ы
）
と
述
べ
、
さ
ら
に
、

「
こ
の
方
便

（真
実
を
明
か
す
ま
で
の
暫
定
的
な
仮
の
手
段
）
の
行
使
を
世
人
は

『仏
は
妄
語

（嘘
）
を
言

っ
た
』
と
非
難
す
る
で
あ

ろ
う
か
」
Ｃ
・ヽ
卜・Ы
‐Ｎじ

と
問
い
、
さ
ら
に
言
葉
を
継
い
で

「
こ
の
よ
う
に
私
は
は
る
か
以
前
の
成
道
以
来
、
折
々
に
衆
生
教
導

の
た
め
に
諸
の
方
便
を
示
現
し
て
き
た
」
Ｃ
●
・ミ
ト
・田
‐ミ
ｏじ

と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
程
、
父
の
死
と
子
ら
の
悲
嘆
、
そ
れ
に

よ
る
子
ら
の
顛
倒
の
消
滅
を
明
か
す
と
い
う
喩
の
主
旨
を
損
い
、
さ
ら
に
は
、
子
ら
の
所
行
を
愚
弄
す
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
こ
れ
ら
の
文
は
後
分
で
あ
る
が
、
事
ほ
ど
左
様
に
、
「現
行
梵
本
」
は
、ヘロ

ｏ
α
”井
日
のＬ
ヽ
、を
も

っ
て

「方
便
」
↑
暫
定

的
な
仮
の
手
段
）
と
捉
え
る

『般
若
経
』
の

″巻
き
返
し
″
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
後
に
持
ち
込
ま
れ
た
異
質
の
方
便
思
想
に
よ
っ

て
汚
染
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（５．
）
こ
の
掲
の
第
四
句
は

「現
行
梵
本
」
で
は

「
（そ
れ
以
来
）
私
は
途
絶
え
る
こ
と
な
く

↑
辱
”寿
翠
日
し

教
法
を
説
い
て
い

る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
長
行
で

「五
百
塵
点
劫
の
喩
」
を
述
べ
た
直
後
の
、
後
分
と
見
倣
し
た

「そ
の
時
よ
り
こ
の
方
、
釈
尊



は
こ
の
娑
婆
世
界
で
、
そ
し
て
他
の
コ
ー
テ
ィ

。
…

・
千
の
世
界
で
衆
生
に
教
法
を
説
い
て
い
る
」
Ｃ
ＮＮｏ卜
ｅ

と
殆
ど
同
じ

で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
に
続
く

「燃
燈
仏
を
始
点
と
す
る
過
去
諸
仏
の
出
現
と
、
そ
れ
ら
諸
仏
の
入
滅
が
告
げ
ら
れ
た
」

Ｃ
ＮＮｏ・ｏ‐９

と
真
向
か
ら
矛
盾
す
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
こ
で
も
こ
れ
が
本
来
の
文
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ず
、
写
本
等
の
支
持
は

全
く
な
い
が
、
長
行
の

「如
来
は
久
し
い
以
前
に
正
覚
し
、
無
量
の
寿
命
を
も
つ
限
り
の
間
、
２

雌
世
に
）
現
在
し
、
そ
し
て

入
減
す
る
」
と
い
う
本
文
想
定
に
基
づ
い
て
、
こ
こ
で
も
こ
の
よ
う
に
本
文
想
定
す
る
。
尚
、
こ
こ
は
掲
頌

（韻
文
）
で
あ
る
故
、

私
に
は
実
際
の
梵
語
原
文
を
提
示
す
る
能
力
が
な
い
。

（５２
）
こ
の
後
の
偶

〔
３
〕
は
、
「現
行
梵
本
」
の
長
行
に

「釈
尊
は
永
遠

・
不
死
で
あ
り
、
衆
生
教
導
の
故
に

↑
出
口
Ｑ
Ｔ
く，いＰ

，
Ｎ
Ｈいドｏ）
入
滅
す
る
」
と
言
う
を
承
け
て
、
「教
導
の
た
め
に
方
便

↑
ｏα
”、
暫
定
的
な
仮
の
手
段
）
を
語
る
」
と
、
そ
の
意
味

を
明
確
に
し
た
も
の
で
、
後
分
で
あ
り
、
偶

〔
４
〕
も
、
仏
の
永
遠

・
不
死
は
加
持
力

（ａ
ｒ
け

，
日
”‐げ
巴
Ｐ

り
。Ｓ
∞。さ
）
に
因
る

と
あ
る
を
承
け
た
も
の
で
、
そ
の
上
に

「滅
後
の
衆
生
に
も
加
持
し
て
仏
の
姿
を
見
え
な
く
し
て
い
る
」
と
言
う
が
、
全
く
異
質

の
思
想
で
、
後
分
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
の
入
滅
は
方
便
で
あ
る
と
言
う
掲

〔
７
〕
も
後
分
で
あ
る
。

（５３
）
こ
の
Ｆヽ
留
■

（愛
欲
）
を
。ド
響
”）
（身
体
）
と
見
た
と
き
に

『妙
法
華
』
「不
自
惜
身
命
」
（お
げ
出
）
が
あ
る
が
、
恐
ら
く
羅
什

の
恣
意
的
な
改
変
で
あ
る
。

（５４
）
「声
聞

・
サ
ン
ガ
を
造
り
出
し
て
」
と
は
、
釈
尊
が
単
に
そ
の
身
体
を
現
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
「教
法
」
（後
の
偶

〔９
〕
の

「正
法
し

を
説
い
て
い
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
聴
衆
の
な
い
と
こ
ろ
に
説
法
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（５５
）
偶

〔
５
〕
、
〔
６
〕
は

『妙
法
華
』
に

「衆
見
我
滅
度
　
広
供
養
舎
利
　
咸
皆
懐
恋
慕
　
而
生
渇
仰
心
　
衆
生
既
信
伏
　
質
直

意
柔
軟
　
一
心
欲
見
仏
　
不
自
惜
身
命
　
時
我
及
衆
僧
　
倶
出
霊
鷲
山
」
（お
げ
さ
‐健
）
と
あ
る
。
こ
の
羅
什
の
原
典
読
解
に
は

疑
間
と
い
う
か
、
む
し
ろ
誤
り
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
即
ち
、
「供
養
舎
利
」
（仏
塔
信
仰
）
は

一
般
民
衆
の
所
行
で
あ

ふ
ヰ
入
人
の
踏
終
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
来
寿
壼
品
」



り
、
「渇
望
を
生
起
す
る
」
の
は

「私
を
見
る
こ
と
の
な
い
者
」
―
―
こ
れ
は
長
行
に

「私
を
見
る
こ
と
の
な
い
者
は
、
（ま
ず
）

悲
嘆
の
想
い
を
起
し
、
（次
に
は
）

″渇
望
を
生
じ
た
者
″
と
な
る
」
Ｃ
ＮＮＮ・Ｆｏ‐Ｎ
じ

と
あ
る
―
―
即
ち

〈仏
滅
後
〉
の
出
家
の

比
丘
を
言
う
の
で
あ
る
。
ま
た

「渇
望
」
と
は
、
「恋
慕
」
、
「渇
仰
」
と
い
う
よ
う
な
生
優
し
い
も
の
で
は
な
く
、　
一
切
皆
苦
の

根
本
原
因
と
さ
れ
る

「渇
愛
」
と
同

一
の
語
で
、
仏
と
出
会
い
た
い
た
め
に
起
こ
す

″求
め
て
止
ま
な
い
強
烈
な
希
求
″
で
あ

っ

て
、
根
本
煩
悩
に
も
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
だ
た
だ
仏
と
の
出
会
い
を
求
め
る
も
の
―
―
そ
の
点
で
原
典
に
な
い

「
一

心
欲
見
仏
」
は
適
切
な
補
語
句
―
―
で
あ
る
故
に
、
そ
の
強
烈
な
希
求

（渇
望
）
は
極
限
に
お
い
て
消
滅
し
―
―

「衆
生
既
信

伏
」
は
原
典
に
な
い
―
―
、
こ
の
者
は

「質
直
意
柔
軟
」
の
境
地
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
境
地
に
達
し
た

「愛

欲
を
捨
て
た
者
」
即
ち
出
家
の
比
丘
の
現
前
に
、
衆
僧

（聴
衆
）
に
説
法
す
る
血
潮
の
通
う
美
し
い
身
体
を
も

っ
た
釈
尊
が
現
わ

れ
る
と
い
う
の
が
、
原
典
の
意
で
あ
る
。

（５６
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
〈阿
弥
陀
経
〉
と

『大
阿
弥
陀
経
』
の
成
立
」
翁
日
仏
学
会
年
報
』
第
７７
号
、

８
・いω
【―ドｏじ

参
照
。

（５７
）
掲

〔
８
〕
、
〔
９
〕
は

『妙
法
華
』
に

「余
国
有
衆
生
　
恭
敬
信
楽
者
　
我
復
於
彼
中
　
為
説
無
上
法
　
汝
等
不
聞
此
　
但
謂

我
滅
度
　
我
見
諸
衆
生
　
没
在
於
苦
海
　
故
不
為
現
身
　
令
其
生
渇
仰
　
因
其
心
恋
慕
　
乃
出
為
説
法
」
（お
げ
Ｎ
Ａ
じ

と
あ
る

が
、
こ
れ
も
ま
た
誤
訳
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
、
「余
国
有
衆
生
」
と
い
う
も
、
こ
れ
は
長
行
に

「五
百
塵
点
劫
の
喩
」

を
述
べ
た
直
後
に

「私
は
こ
の
娑
婆
世
界
で
、
そ
し
て
他
の
コ
ー
テ
ィ

・
…

・
千
の
世
界
で
説
法
し
て
い
る
」
Ｃ
・Ｎヾ
ｏ・卜‐９

と

あ
り
、
掲

〔
１０
〕
で
も

「私
は
霊
鷲
山
か
ら
、
そ
し
て
他
の
コ
ー
テ
ィ
も
の
寝
台
や
床
几

（＝
仏
の
居
住
処
）
か
ら
も
離
れ
る
こ

と
は
な
い
」
―
―
但
し
、
こ
れ
ら
二
つ
は
共
に
後
分
―
―
と
あ
る
の
を
承
け
た
羅
什
の
解
釈
で
あ

っ
て
、
原
典
の

「別
の
衆
生
」

と
は
、
次
下
の

「汝
等
」
〈仏
滅
後
〉
の
顛
倒
の
衆
生
に
対
し
て

「そ
れ
ら
と
は
別
の
」
即
ち

「仏
在
世
時
の
不
顛
倒
の
衆
生
」

を
指
す
。
そ
し
て
彼
ら
に
は

「最
高
の
正
覚

（を
明
か
し
た

〈仏
乗
》

を
説
い
た
の
で
あ

っ
て
、
「無
上
法
」
で
は
そ
の
意
が
表



さ
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
「汝
等
」
顛
倒
の
衆
生
に
は

〈仏
乗
〉
を
説
か
ず
、
「良
医
治
子
喩
」
に
一一言
つ
よ
う
に
、
「遣
使
還
告

『汝
父
已
死
Ｌ

だ
け
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
を

「汝
等
不
聞
此
　
但

謂

我
滅
度
」
と
訳
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
の

「
（我
見
）
諸
衆
生
」
と
は
、
こ
の
父
の
死
を
聞
い
て
悲
嘆
し
、
そ
の
あ
げ
く
に
か
え

っ
て
顛
倒
の
想
い
の
消
滅
し
た
衆

生
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
こ
の
者
ら
は
不
顛
倒
で
あ

っ
て
も
依
然
と
し
て

〈仏
滅
後
〉
無
仏

。
悪
世
と
い
う
苦
海
に
没
在
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
仏
は
身
を
現
さ
ず
、
渇
望

（仏
を
求
め
て
止
ま
ぬ
強
烈
な
希
求
）
を
生
ぜ
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
質
直

意
柔
軟
の
宗
教
的
平
安
の
境
地
を
得
さ
せ
る
と
い
う
第
ニ
ス
テ
ー
ジ
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
「因
其
心
恋
慕
」
で
は
全
く

な
い
。
こ
う
し
て
平
安
の
境
地
に
到
達
し
た
者
に
の
み

「乃
出
為
説
法
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の

「法
」
は
、
先
の
仏
在

世
時
の
不
顛
倒
の
衆
生
に
説
い
た

〈仏
乗
〉
と
は
異
な
り
、
原
典
に
は

「
正
法
」
（即
ち

『
妙

法

蓮

華

経
』
の

「妙
法
し

と

明
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の

「如
来
寿
量
品
」
、
ひ
い
て
は

「法
師
品
」
か
ら

「如
来
神
力
品
」
に
至
る

『法
華
経
』

後
半
部
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
ま
さ
し
く

「
『法
華
経
』
前
半
部

（天
台
教
学
の

「述
し

よ
り
は

『法
華
経
』
後
半
部

（「本
し

に
こ
そ
重
点
が
あ

る
」
と
い
う
意
味
で

「本
勝
述
劣
」
と
い
う
本
宗
教
義
は
イ
ン
ド
本
来
の

『法
華
経
』
に
お
い
て
明
白
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
註

（４５
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
羅
什
が

『法
華
経
』
の
仏
在
世
時
と

〈仏
滅
後
〉
と
の
峻
別
と

い
う
根
本
的
立
場
を
全
く
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
誤
訳
に
他
な
ら
な
い
。

（５８
）
こ
の
間
の
掲

〔
１０
〕
～

〔
１５
〕
は
、
掲

〔
９
〕
の
い
う
霊
鷲
山
を

一
種
楽
園
、
浄
土
と
見
な
す
も
の
で
、
後
分
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
で
つ
霊
鷲
山
は
、
〈仏
滅
後
〉
の
比
丘
が
瞑
想
中
に
生
き
た
釈
尊
か
ら

『法
華
経
』
を
聞
く
と
い
う
、
神
秘
的

宗
教
体
験
の
中
で
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
人
々
が
そ
こ
に
生
ま
れ
よ
う
と
望
む
他
界
と
し
て
の
楽
園
、
浄
土
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。

釈
尊
入
人
の
踏
人
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「キ
来
寿
壼
品
」



（５９
）
『版
本
』
９
∞Ｎい。ドじ

及
び

『写
本
集
成
』
（口
い　
●
・いお
）
は
全
て
へ営
曽
コ
■

釜
“辺
の
）
で
あ
る
が
、
『土
田
本
』
に
８^
と
き
‐

『ツ
日
。と
あ
る

（但
し
、
何
の
注
記
も
な
い
）
を
、
文
意
か
ら
見
て
採
る
。

（６０
）
『妙
法
華
』
は
偶

〔
１６
〕
を

「諸
有
修
功
徳
　
柔
和
質
直
者
　
則
皆
見
我
身
　
在
此
而
説
法
」
、
掲

〔
１７
〕
を

「或
時
為
此
衆

説
仏
寿
無
量
　
久
乃
見
仏
者
　
為
説
仏
難
値
」
（お
ｏ
μ？
Ｈ９

と
す
る
。
「諸
有
修
…
…
質
直
者
」
と
は
、
す
で
に
前
生
で
善
業

を
な
し
て
お
り
、
そ
の
上

「柔
和
質
直
」
と
い
う
高
い
宗
教
的
平
安
の
境
地
に
達
し
た
と
こ
ろ
の
、
仏
在
世
時
の
出
家
比
丘
で
あ

り
、
そ
れ
故
に
、
こ
の
者
は
今
生
で
仏
に
出
会
い
、
仏
か
ら
直
に
説
法
―
―
そ
れ
は
初
め
に
説
か
れ
た
随
他
意
説
た
る
三
乗
の
教

法
と
、
そ
の
後
で
最
後
説
法
に
し
て
随
自
意
説
た
る

〈仏
乗
〉
と
で
あ
る
―
―
を
聞
き
得
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
こ
の
訳
は

良
い
の
だ
が
、
問
題
は
掲

〔
１７
〕
の
訳
で
あ
る
。
即
ち
、
「或
時
―
―
そ
れ
が
何
時
か
は
解
ら
な
い
が
―
―
為
此
衆
」
つ
ま
り
、

す
で
に

〈仏
乗
〉
を
聞
い
た
仏
在
世
時
の
出
家
比
丘
に
、
な
ぜ
さ
ら
に

「仏
寿
無
量
」
（と
明
か
す

「如
来
寿
量
品
し

を
説
く
必

要
が
あ
る
の
か
、
こ
の
点
が
全
く
不
可
解
で
あ
る
し
、
そ
の
上
、
次
下
の

「久
乃
見
仏
者
」
即
ち
今
生
で
や
っ
と
仏
と
出
会
い
、

し
か
も

〈仏
乗
〉
を
直
に
仏
か
ら
聞
い
た
出
家
比
丘
に
向

っ
て
、
さ
ら
に
仏
と
の
出
会
い
の
得
難
き
こ
と
を
説
く
必
要
が
あ
る
の

か
、
こ
れ
ま
た
不
可
解
と
い
う
言
葉
に
尽
き
る
。
恐
ら
く
、
羅
什
の

『所
依
梵
本
』
で
も
、
「現
行
梵
本
」
と
同
様
、ヽ
８
８
団
・８
軍

ヽ
。
（無
辺
の

《仏
の
》
為
し
業
）
と
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を

「仏
寿
無
量
」
（永
遠

・
不
死
）
と
解
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
で
は
下
の
句

（「為
説
仏
難
値
し

と
全
く
矛
盾
す
る
。
そ
れ
故

『所
依
梵
本
』
も

「現
行
梵
本
」
と
同
様

「私
は
彼
ら

（仏
在
世
時
の
出
家
比
丘
）
に
は
、
こ
の
よ
う
な

『無
辺
の
仏
の
為
し
業
』
を
決
し
て
説
か
な
い
」
と
あ
っ
た
に
違
い

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
仏
在
世
時
と

〈仏
滅
後
〉
と
を
峻
別
す
る

『法
華
経
』
の
根
本
的
立
場
を
解
し
て
い

な
い
羅
什
に
と
っ
て
は
理
解
し
え
ず
、
そ
こ
で
全
く
逆
に

「説
仏
寿
無
量
」
と
改
蜜
し
た
の
で
あ
る
。

（６‐
）
こ
こ
に
お
い
て
、
『法
華
経
』
は
ま
さ
し
く

「
〈仏
滅
後
〉
の
衆
生
の
、
〈仏
滅
後
〉
の
衆
生
に
よ
る
、
〈仏
滅
後
）
の
衆
生
の



た
め
の
経
」
で
あ

っ
て
、
こ
こ
に
も
本
宗
教
義
に
い
う

「滅
後
正
意
」
が
明
白
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
、
『正
法

ｏ
蓮
華
と
い
う
名
の
法
門
』
の

「正
法

・
蓮
華
」
と
は
、
「正
法
」
即
ち

「
一
切
衆
生
本
来
か
ら
ぼ
さ

つ
」
と
主
張
す
る

『法
華
経
』
を
、
丁
度
、
汚
泥
に
こ
そ
咲
く
白
蓮
華
の
よ
う
に
、
〈仏
滅
後
〉
無
仏

・
悪
世
に
没
在
す
る
人
々

に
語
り
聞
か
せ
て
、
「皆
共
に
正
覚
を
得
よ
う
」
と
す
る
意
味
で
、
ま
さ
に

「正
法
の
蓮
華
化
」
と
解
さ
れ
よ
う
。

（６２
）
こ
の
間
の
掲

〔
１８
〕
～

〔
２．
〕
の
後
分
で
あ
る
こ
と
は
、
拙
著

『〈仏
滅
後
と

Ｃ
●
・卜ｏｏ‐卜ｏｅ

を
見
ら
れ
た
い
。
さ
ら
に
、

掲

〔
２２
〕
も
後
分
と
考
え
る
も
の
で
、
拙
著

『〈仏
滅
後
と

０
つ
。一ｏ卜‐卜ｏＯ

を
改
め
る
。

補

（１
）
こ
の

「
（前
世
で
）
善
根
を
積
ん
で
お
ら
な
い
者
」
で

「
『如
来

（に
現
世
で
会
う
い」と
）
は
得
難
い
』
と
い
う
想
い
を
起
さ

な
い
」
者
と
は
、
後
の

「喩
」
で
い
え
ば
、
毒
薬
に
よ
っ
て
苦
し
み
乍
ら
与
え
ら
れ
た
良
薬
を
服
用
し
な
い
顛
倒
の
想
い
を
も
つ

子
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
掲

〔
８
〕
に
言
う

「
『仏
は
入
滅
し
た
』
と
い
う
言
葉
の
他
は
全
く
聞
く
耳
を
持
た
な
い
」
者
な
の
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
言
え
ば

「仏
乗
品
」
で
、
釈
尊
の

〈仏
乗
〉
説
示
の
直
前
に
な

っ
て
会
座
か
ら
退
出
し
て
し
ま
っ

た
所
謂

「五
千
起
去
」
の
比
丘
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「燃
燈
仏
」
の
名
が

「序
品
」
と
こ
の

「寿
量
品
」
の
み
に
出

る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
『法
華
経
』
は
本
来
か
ら

「仏
乗
品
」
を
中
心
と
す
る
前
半
部
と

「寿
量
品
」
を
中
心
と
す
る
後
半
部
と

が
分
ち
難
く
結
び
付
い
て
い
た
こ
と
を
明
白
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

補

（２
）
相
応
部
六
―
一
一―
三
～
四

（Ｚ
∪
”
ρ

↓
げ

∽
”日
雇
計

Ｚ
庁
響
Ｐ

Ｆ
●●
・ド８
‐
ド雌
）
尚
、
拙
著

『
一
仏
乗
』
（東
方
出
版
、
昭

５８
）
。
・
・Ｈ尽
）
ｏ
ｏ
・“
下
【“
・参
照
。

釈
ヰ

入
人
の
踏
恭
を
明
か
し
た

『法
キ
終
』
「
キ
来
寿
壼
品
」



〔本
稿
は
、
拙
稿

「は
じ
め
て
仏
入
滅
を
意
義
づ
け
た

『法
華
経
』
「如
来
寿
量
品
」
（伊
藤
瑞
叡
博
士
古
稀
記
念
論
文
集

『法
華
仏
教
と

関
係
諸
文
化
の
研
究
』
平
成
二
五
年
二
月
）
を
増
補
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。〕
（平
成
二
十
六
年

一
月
）


