
常
不
軽
品
は
、
法
華
経
の
悉
有
仏
性
思
想
の
典
型
的
な
文
と
さ

れ
、
法
華
信
仰
の
勃
興
時
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
仏
性
礼
拝
の
実

い
て
も
、
先
述
し
た
妙
一
尼
へ
の
書
簡
中
で
、
成
仏
の
確
か
な
こ

と
を
保
証
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
色
読
が
成
仏
の
因
と
な
る
こ
と

を
確
認
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
伽
、
⑧
に
て
触
れ
た
善
因
も
こ
の

因
果
関
係
に
準
ず
る
も
の
と
考
え
た
い
。

以
上
、
甚
だ
概
略
的
で
あ
る
が
安
心
に
関
す
る
と
考
え
ら
れ
る

遺
文
中
の
説
話
を
整
理
し
て
象
た
。
そ
の
結
論
と
し
て
次
の
二
点

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈲
理
想
的
人
間
の
規
範
に
つ
い
て
は
倫
理
観
に
関
す
る
説
話
に
よ

く
表
わ
れ
て
い
た
。

口
成
仏
の
確
実
性
に
つ
い
て
は
何
れ
の
説
話
の
構
造
も
、
悪
因
苦

果
、
善
因
楽
果
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
四
威
儀
に
通
ず
る
受
持
が

善
因
と
な
り
、
そ
し
て
、
楽
果
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。

※
紙
数
の
都
合
に
よ
り
註
は
省
略
し
た
。

「
常
不
軽
品
の
解
釈
に
つ
い
て
」

小
野
文
晄

践
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
き
て
い
る
。
仏
教
思
想
史
を
色
ど
る
最
も

著
名
な
教
義
論
争
は
仏
性
論
争
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
の
雄
と
な

っ
た
法
華
一
乗
の
徒
の
拠
り
所
に
、
こ
の
不
軽
品
の
故
事
が
あ
っ

た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
日
蓮
聖
人
は
悉
有
仏

性
と
釈
さ
れ
た
不
軽
品
か
ら
、
「
仏
性
」
で
は
な
く
、
「
仏
種
」

と
い
う
教
理
を
構
築
し
、
そ
の
宗
教
の
中
心
に
す
え
て
い
る
。
聖

人
の
い
う
仏
種
が
、
そ
れ
ま
で
の
仏
性
思
想
と
明
ら
か
に
異
っ
た

概
念
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
『
唱
法
華
題
目
抄
』
（
二
○
四
貢
）

『
本
尊
抄
』
（
七
○
六
貢
）
『
顕
仏
未
来
記
』
（
七
四
○
頁
）
『
曽

谷
入
道
殿
許
御
書
』
（
八
九
七
頁
）
等
、
不
軽
品
に
ふ
れ
た
諸
御

書
か
ら
指
摘
で
き
る
。
不
軽
品
か
ら
こ
の
よ
う
に
仏
性
と
仏
種
と

い
う
両
義
が
生
ま
れ
る
以
上
、
も
う
一
度
不
軽
品
の
解
釈
の
史
的

展
開
を
ふ
り
返
り
、
そ
こ
か
ら
聖
人
の
仏
種
思
想
を
規
定
せ
ん
と

す
る
試
象
も
必
要
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
そ
の

基
礎
的
作
業
と
し
て
法
華
思
想
の
潮
流
の
中
か
ら
、
世
親
・
天
台

・
吉
蔵
・
窺
基
・
妙
楽
・
伝
教
・
源
信
の
注
釈
を
概
観
し
、
比
較

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
。

世
親
は
一
方
で
は
唯
識
論
書
を
作
っ
て
、
五
姓
各
別
の
法
相
派

の
基
を
開
い
た
人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
イ
ン
ド
現
存
唯
一

の
法
華
経
注
釈
書
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
『
法
華
論
』
が

不
軽
の
礼
拝
を
仏
性
礼
拝
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
法
華
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論
』
の
注
釈
は
そ
の
後
の
天
台
・
吉
蔵
・
窺
基
・
妙
楽
・
伝
教
・

源
信
に
継
承
さ
れ
、
不
軽
品
の
見
方
を
決
定
し
た
と
い
え
る
。
こ

の
書
の
法
華
思
想
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い
が
、
聖
人
は
『
開
目

抄
』
（
五
七
九
頁
）
の
中
で
、
『
法
華
論
』
の
種
子
無
上
を
取
り

あ
げ
て
法
華
経
の
種
と
一
念
三
千
を
結
び
つ
け
て
、
独
特
な
仏
種

論
を
展
開
し
て
い
る
。
聖
人
が
世
親
の
注
釈
で
注
目
し
た
の
は
仏

性
で
は
な
く
こ
の
「
種
子
無
上
」
で
あ
っ
た
。
世
親
は
不
軽
の
弘

教
に
関
し
て
は
、
仏
性
の
有
無
か
ら
で
は
な
く
、
機
根
の
熟
・
未

熟
か
ら
論
じ
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
天
台
に
も
ゑ
え
、
不
軽
品
の

思
想
と
、
不
軽
菩
薩
の
弘
教
と
を
分
け
て
解
釈
し
て
い
る
。
『
文

句
』
で
は
妓
初
に
五
仏
性
で
「
不
軽
の
解
」
、
す
な
わ
ち
不
軽
の

悟
り
の
内
容
を
説
く
が
、
不
軽
の
行
に
つ
い
て
は
一
転
し
て
、
「
本

未
有
善
」
な
る
が
故
に
「
而
強
毒
之
」
と
い
う
逆
化
へ
の
弘
教
法

を
と
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
有
の
三
因
仏
性
を
論
じ
な
が
ら

「
本
未
有
善
」
と
い
う
の
は
矛
盾
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
性
得
の

場
で
い
う
不
軽
の
理
と
、
修
得
に
約
し
て
述
べ
る
不
軽
の
行
と
の

相
違
が
あ
っ
た
と
ゑ
る
べ
き
で
あ
る
。
妙
楽
は
『
文
句
記
』
で
明

確
に
不
軽
の
四
衆
を
逆
化
と
し
、
「
結
縁
に
約
し
て
一
乗
の
実
を
表

す
」
と
釈
し
て
い
る
。
彼
は
三
因
仏
性
を
性
に
対
し
修
に
約
し
、

了
因
・
縁
因
の
二
仏
性
を
修
得
の
智
と
断
と
し
、
菩
提
・
浬
藥
と

い
う
果
性
・
果
盈
性
は
こ
の
修
得
の
縁
了
の
果
に
至
る
を
い
う
と

す
る
。
こ
こ
に
「
本
未
有
善
」
の
義
が
明
瞭
と
な
る
。
聖
人
が

「
本
未
有
善
」
な
る
が
故
に
因
果
具
足
の
「
教
」
を
種
と
し
て
下

さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
、
修
得
縁
了
の
立
場
か
ら
当
然
の

帰
結
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
吉
蔵
も
ま
た
不
軽
の
「
行
菩
薩
道
」
を
正
因
仏

性
に
対
す
る
縁
・
了
と
象
、
因
を
行
ず
る
修
行
に
よ
り
仏
性
が
成

就
す
る
と
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
『
法
華
義
疏
』
で
は
、
不

軽
の
弘
教
に
関
し
て
は
天
台
妙
楽
と
は
反
対
に
、
末
世
の
増
上
慢

の
機
な
る
故
に
頓
説
す
べ
か
ら
ず
と
釈
し
た
。
窺
基
は
更
に
不
軽

の
行
は
安
楽
行
で
あ
る
と
『
法
華
玄
賛
』
で
述
べ
て
い
る
。
妙
楽

の
『
文
句
記
』
は
こ
の
窺
基
の
説
を
論
破
す
べ
く
筆
を
尽
し
、
不

軽
行
と
安
楽
行
の
相
違
を
十
ケ
条
に
わ
た
っ
て
強
調
し
て
い
る
。

の
ち
に
日
蓮
聖
人
が
不
軽
菩
薩
の
行
軌
を
服
し
く
折
伏
行
と
規
定

す
る
の
は
こ
の
妙
楽
の
説
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

日
本
天
台
に
く
る
と
、
そ
の
宿
命
的
な
法
相
と
の
仏
性
論
争
が
思

想
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
真
如
随
縁
論
が
教
義
の
中
心

に
位
置
づ
け
ら
れ
、
「
本
未
有
善
」
の
不
軽
の
行
は
黙
視
さ
れ
て

き
た
。
伝
教
の
『
三
平
等
義
』
に
も
不
軽
の
仏
性
を
釈
し
て
い

る
が
、
本
未
有
善
な
る
が
故
に
行
仏
性
は
な
く
理
仏
性
を
い
う
の

だ
と
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
法
相
の
行
仏
性
を
否
定
し
、
真
如
理

仏
性
説
を
樹
立
せ
ん
と
し
て
い
る
。
こ
の
日
本
天
台
成
立
期
の
仏
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性
論
に
、
密
教
思
想
が
積
極
的
に
受
容
さ
れ
る
と
、
そ
の
行
き
つ

く
と
こ
ろ
は
観
念
的
な
仏
凡
一
体
論
で
、
日
本
中
古
天
台
が
真
如

遍
満
を
い
う
余
り
、
本
覚
ず
わ
り
の
著
し
い
即
身
是
仏
主
義
に
堕

っ
し
て
し
ま
っ
た
の
も
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
法
然
・
親
鴬

・
道
元
・
日
蓮
と
叡
山
を
捨
て
た
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
達
に
は
、
そ

の
思
想
の
底
に
、
こ
の
中
古
天
台
の
観
念
的
な
仏
性
論
Ｉ
成
仏
論

を
拒
否
し
て
起
っ
た
共
通
し
た
宗
教
意
識
が
あ
る
。
そ
れ
は
教
・

行
・
信
の
具
体
的
実
践
へ
の
志
向
で
あ
る
。
聖
人
の
場
合
は
下
種

論
に
顕
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
鎌
倉
仏
教
を
み
る
そ
の
前
に
、

日
本
浄
土
教
の
祖
と
仰
が
れ
る
源
信
の
仏
性
論
を
検
討
し
て
お
く

必
が
あ
る
。
『
一
乗
要
決
』
で
天
台
の
仏
性
を
強
調
し
た
源
信
が
、

そ
の
仏
性
開
発
を
弥
陀
の
仏
力
に
求
め
ん
と
し
た
そ
の
傾
向
は
、

形
と
し
て
は
聖
人
の
仏
種
論
に
一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
た
だ
し
、
常
不
軽
品
を
下
種
折
伏
の
文
証
と
し
、
そ
の
二

十
四
字
と
五
字
の
題
目
を
一
体
と
す
る
聖
人
の
仏
種
思
想
が
、
独

特
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

天
台
大
師
は
法
華
経
寿
量
品
の
「
我
本
行
菩
薩
道
時
所
成
寿

命
」
に
本
因
妙
、
「
我
成
仏
已
来
甚
大
久
遠
」
に
本
果
妙
を
論
じ
、

久
遠
釈
尊
の
因
行
を
本
因
、
釈
尊
の
久
遠
成
道
を
本
果
と
規
定
し

て
い
る
。
日
蓮
聖
人
は
こ
れ
を
継
承
し
て
「
我
本
行
菩
薩
道
…
」

に
「
我
等
己
心
菩
薩
」
、
「
然
我
実
成
仏
已
来
…
」
に
「
我
等
己

心
釈
尊
」
を
論
じ
観
心
の
法
門
を
説
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
『
観

心
本
尊
抄
』
の
釈
尊
論
に
は
釈
尊
の
因
果
論
が
大
き
な
比
重
を
占

め
て
お
り
、
こ
れ
が
観
心
法
門
の
論
理
的
帰
結
を
導
く
の
で
あ

る
。
以
下
『
観
心
本
尊
抄
』
を
中
心
に
釈
尊
の
因
果
論
に
つ
い
て

考
察
し
て
み
た
い
。

聖
人
が
因
位
果
位
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
主
要
な
遺
文
と
し
て

『
開
目
抄
』
『
観
心
本
尊
抄
』
『
法
華
取
要
抄
』
等
を
挙
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
遺
文
に
よ
る
と
①
釈
尊
と
他
の
諸
仏
を

比
較
相
対
し
て
因
位
果
位
を
論
じ
る
場
合
、
②
本
門
と
迩
門
を
比

較
相
対
し
て
釈
尊
に
因
位
果
位
を
論
じ
る
場
合
、
③
釈
尊
の
久
遠

成
道
に
因
位
果
位
を
論
じ
る
場
合
な
ど
が
指
摘
で
き
る
。

久
遠
釈
尊
の
因
行
果
徳
に
つ
い
て

庵
谷
行
亨
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