
ろ
か
、
一

で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
に
は
「
時
間
論
」
に
関
す
る
思
索
の
書
は
見
当
ら
な
い
と
い
う
。
然
し
な
が
ら
、
あ
の
忍
難
慈
勝
の
生
涯
は
「
そ
の
時
」

「
そ
の
と
き
」
と
深
く
関
わ
り
を
も
っ
た
法
華
経
色
読
の
軌
跡
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
時
間
は
空
間
と
共
に
人
間
認
識
の
基
盤

で
あ
る
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
我
点
は
日
蓮
聖
人
の
時
間
論
（
時
間
意
識
）
を
素
通
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
否
そ
れ
ど
こ

ろ
か
、
聖
人
の
法
華
色
読
の
生
涯
に
は
、
現
代
の
我
灸
を
示
唆
し
て
や
ま
な
い
「
時
」
の
意
識
が
教
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の

日
蓮
聖
人
の
畢
生
の
観
心
の
番
『
観
心
本
尊
抄
』
の
「
四
十
五
字
法
体
段
」
の
冒
頭
に
「
今
本
時
」
の
語
句
が
み
え
る
事
は
周
知
の
と

一
、
「
今

三
、
「
本

五
、
結
び 「

今
本
時
」
と
は

「
本
時
」
の
意
味
に
つ
い
て

日
蓮
聖
人
の
時
間
論

Ｉ
「
今
本
時
」
の
意
味
に
つ
い
て
Ｉ

一
「
今
本
時
」
と
は

二
、
「
今
」
の
意
味
に
つ
い
て

四
、
「
時
」
の
受
容
意
識 町

田
是
正
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時
」
と
は
時
・

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
我
々
の
現
実
世
界
は
明
滅
無
常
の
僅
か
な
い
娑
婆
（
忍
界
）
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
「
今
が
本
時

で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
み
る
と
、
現
実
世
界
と
の
板
挾
み
の
矛
盾
を
覚
え
つ
つ
も
、
久
遠
本
仏
の
そ
の
悠
遠
の
世
界
に
も
脚
を
踏
象
入

れ
て
ぷ
た
い
と
い
う
衝
動
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
翻
っ
て
思
う
と
き
、
日
蓮
聖
人
が
こ
の
「
今
本
時
」
と
い
う
悠
遠
な
る
理
念
を
う
み
だ
し
た
思
想
的
背
景
に
は
、
聖
人
自
身
の

受
持
信
行
の
実
践
が
あ
っ
た
こ
と
、
我
不
愛
身
命
・
但
惜
無
上
道
の
色
読
の
成
果
と
し
て
の
「
今
本
時
の
娑
婆
世
界
」
の
教
示
で
あ
る
こ

と
に
深
い
思
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実
『
観
心
本
尊
抄
』
の
述
作
は
、
「
日
蓮
と
い
ゐ
し
者
は
去
年
九
月
十
二
日
子
丑
の
時
に

頸
は
ね
ら
れ
ぬ
。
此
は
魂
塊
佐
渡
の
国
に
い
た
り
て
」
（
開
目
抄
五
九
○
頁
）
と
い
う
、
竜
ノ
ロ
の
絶
対
的
な
宗
教
体
験
を
経
た
翌
々
年

の
佐
渡
：
の
配
梁
あ
っ
た
。
ま
た
曾
て
澗
杢
魁
山
、
山
川
智
駕
雲
に
よ
っ
三
鞠
義
潅
震
識
電
農
開
さ
れ
た
経

緯
を
願
り
ぷ
た
と
き
、
「
今
本
時
」
の
語
句
が
内
包
す
る
理
念
に
は
汲
象
尽
せ
な
い
程
の
意
味
が
あ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
ろ
で
あ
る
。
（
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
第
一
巻
七
一
二
頁
）
。
し
か
も
「
今
本
時
」
の
語
句
は
、
聖
人
の
御
文
書
中
た
だ
一
度
の

出
自
で
あ
る
。
唯
一
度
の
出
自
に
も
拘
ら
ず
何
故
に
こ
の
語
句
が
重
要
視
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
宮
崎
英
修
編
『
日
蓮
辞

典
』
の
「
今
本
時
」
に
つ
い
て
の
説
明
を
参
借
す
れ
ば
、
「
法
華
経
寿
量
品
に
お
け
る
開
近
顕
遠
・
開
通
顕
本
に
よ
っ
て
久
遠
釈
尊
が
開

顕
さ
れ
、
そ
の
久
遠
釈
尊
の
時
・
空
を
超
越
し
た
宗
教
的
絶
対
世
界
を
云
う
。
こ
の
久
遠
釈
尊
の
絶
対
世
界
と
は
、
釈
尊
と
現
実
の
娑
婆

に
お
け
る
受
持
者
と
の
感
応
道
交
の
中
に
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
東
京
堂
刊
二
六
三
・
一
○
八
頁
）
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
「
今
本

時
」
と
は
時
・
空
を
超
え
た
久
遠
本
仏
の
世
界
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
象
れ
ば
、
こ
の
語
句
の
意
味
す
る
重
要
性
が
我
々
を
圧
倒
し
て
く
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（
「
有
時
の
巻
」
参
照
）

日
蓮
聖
人
の
教
示
さ
れ
る
「
今
本
時
」
の
語
句
に
触
発
さ
れ
て
想
起
す
る
コ
ト
バ
と
し
て
、
道
元
禅
師
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
に
示
さ

こ
ら
い

ゆ
う
じ
Ｌ
き
ん
し
倉
ん

れ
る
「
時
も
し
去
来
の
相
に
あ
ら
ず
は
上
山
の
時
は
有
時
の
而
今
な
り
。
時
も
し
去
来
の
相
を
保
任
せ
ば
わ
れ
に
有
時
の
而
今
あ
る
」

（
鰹
こ
ん
・
し
き
ん
）
ゆ
う
じ
の
に
こ
ん

（
寺
田
・
水
野
校
注
「
道
元
」
上
巻
日
本
思
想
大
系
二
五
八
頁
）
が
あ
る
。
禅
師
の
右
の
文
章
の
中
で
「
而
今
」
・
「
有
時
而
今
」
の
語

句
が
眼
に
つ
く
の
で
あ
る
。
「
而
今
」
と
い
う
の
は
「
即
今
」
と
も
云
い
現
在
と
か
今
の
意
で
あ
る
。
ま
た
「
有
時
而
今
」
を
直
訳
し
て

承
れ
ば
「
あ
る
時
で
あ
る
今
」
・
「
有
る
時
の
今
と
い
う
今
」
と
で
も
な
ろ
う
。
さ
し
ず
め
道
元
禅
師
は
「
只
今
の
時
」
・
「
絶
対
の
現

在
」
・
「
過
去
を
担
い
未
来
を
孕
む
永
遠
の
今
」
・
「
行
持
を
現
成
す
る
今
」
を
志
向
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
道
元
禅
師
の
示
す
語
句

を
一
つ
の
手
掛
り
と
し
て
、
日
蓮
聖
人
の
教
示
す
る
「
今
本
時
」
の
語
句
を
直
訳
し
て
承
れ
ば
、
「
い
ま
の
本
時
の
時
」
・
「
そ
の
も
の

の
時
」
・
「
い
ま
本
来
の
時
」
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
な
に
か
国
語
的
な
解
釈
を
す
れ
ば
「
今
本
時
」
の
意
味
が
理
解
で
き
た
か
の
よ
う

に
思
え
て
く
る
が
、
果
し
て
理
解
で
き
た
の
か
と
直
ち
に
反
問
も
う
ま
れ
て
く
る
。

さ
て
「
今
」
の
意
味
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
ず
手
掛
り
と
し
て
新
村
出
編
『
広
辞
苑
』
（
岩
波
書
店
）
を
見
て
み
る
と
「
今
と
は

ｌ
ま
の
あ
た
り
．
現
在
・
た
っ
た
今
・
お
つ
つ
け
（
や
が
て
）
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
我
と
は
「
今
」
と
は
何
か
と
尋
ね
ら
れ
た
と
き
、

自
分
自
身
が
位
置
し
て
い
る
「
こ
の
時
点
」
だ
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
今
」
が
「
こ
の
時
点
」
だ
と
思
っ
て
い
て
も
、
少
し
く
理

屈
づ
け
て
考
え
る
と
不
思
議
な
事
に
思
い
当
る
の
で
あ
る
。
即
ち
「
今
」
を
「
こ
の
時
点
」
だ
と
し
て
も
、
「
今
は
こ
の
時
点
と
云
わ
れ

る
瞬
間
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
、
そ
れ
と
も
「
そ
の
時
点
に
位
置
し
て
い
る
自
分
自
身
で
あ
る
の
か
」
、
卿
か
混
乱
気
味
に
な
る
の
で
あ
る
。

●
●
●

こ
の
地
球
は
太
古
の
昔
し
か
ら
時
を
刻
倉
と
キ
ザ
ミ
続
け
て
、
今
ま
さ
に
「
こ
の
時
点
」
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
「
こ
の
時
点
」
（
今
）

二
「
今
」
の
意
味
に
つ
い
て
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に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
㈲
は
客
観
的
な
「
今
」
と
云
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
口
は
主
観
的
な
「
今
」

と
云
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
㈲
の
客
観
的
な
「
今
」
と
云
う
の
は
、
た
と
え
ば
筆
者
が
窓
外
に
眼
を
向
け
れ
ば
、
そ
こ
に
は
十
一
月

の
紅
葉
に
彩
ど
ら
れ
た
映
え
て
い
る
身
延
の
山
波
が
眼
の
中
に
入
っ
て
く
る
が
、
こ
の
紅
葉
に
彩
ど
ら
れ
て
い
る
時
点
が
客
観
的
「
今
」

●
●
●

（
客
観
的
）

だ
と
云
え
よ
う
。
地
球
が
三
十
数
億
年
の
永
い
間
キ
ザ
ミ
続
け
て
「
ま
の
あ
た
り
に
至
っ
た
」
こ
の
時
点
は
、
実
は
筆
者
と
は
無
縁
の
場

で
刻
象
続
け
て
き
た
「
時
間
の
流
れ
の
ま
の
あ
た
り
」
で
あ
る
。
そ
の
口
の
主
観
的
「
今
」
と
は
、
筆
者
と
い
う
個
人
に
と
っ
て
も
意
味

が
あ
り
、
筆
者
に
意
識
さ
れ
た
「
今
」
の
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
或
る
時
に
は
苦
悩
し
苦
難
に
衝
突
し
て
襖
悩
し
、
ま
た
悲
哀
の
底
に
沈

み
或
る
時
は
歓
喜
す
る
と
い
っ
た
錯
綜
の
人
生
を
刻
朶
続
け
て
、
い
ま
当
に
「
こ
の
時
点
」
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
小
論
の
執
筆
を

し
て
い
る
「
こ
の
時
点
」
は
意
識
さ
れ
て
い
る
「
今
」
で
あ
り
、
筆
者
の
生
き
て
い
る
自
覚
の
「
今
」
な
の
で
あ
る
。
時
間
に
お
け
る
「

今
」
の
意
味
に
つ
い
て
の
思
索
の
手
掛
り
に
つ
い
て
は
滝
浦
静
雄
『
時
間
』
（
岩
波
新
醤
）
を
参
考
し
た
。

（
現
在
）

「
今
」
と
は
流
れ
て
い
る
時
間
を
区
切
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
「
今
」
は
時
間
の
一
部
で
あ
り
つ
つ
、
未
来
と
過
去
と
を
区
切
る
役

（
境
い
目
）

目
を
も
っ
て
い
る
。
時
間
の
流
れ
を
区
切
る
こ
と
で
或
る
時
間
の
終
り
を
示
し
或
る
時
間
の
始
め
を
示
す
。
過
去
と
未
来
と
を
区
切
る
こ

（
患
）

と
で
実
は
過
去
ｌ
「
今
」
ｌ
未
来
と
時
間
を
を
連
続
さ
せ
て
い
る
。
我
含
に
と
っ
て
「
今
」
は
時
間
の
区
切
り
・
時
間
の
限
界
だ
と
意
識

す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
我
盈
が
生
き
て
い
る
「
今
」
の
時
点
こ
そ
自
覚
存
在
の
根
源
な
の
で
あ
る
。
こ
の
生
き
て
い

（
根
源
的
）
（
終
り
）
（
始
ま
り
）

る
「
今
」
を
掘
り
起
す
当
に
そ
の
時
が
本
来
的
な
「
今
」
だ
と
云
え
よ
う
。
つ
ま
り
「
今
」
は
瞬
間
で
あ
っ
て
も
よ
い
し
、
過
去
と
未
来

と
の
限
界
で
あ
っ
て
も
よ
く
、
今
日
だ
と
か
現
代
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
大
事
な
こ
と
は
「
今
」
と
い
う
時
間
の
長
短
で
は
な
く

我
殉
が
関
わ
っ
て
生
き
て
い
る
時
が
「
今
」
な
の
で
あ
る
。

さ
て
「
四
十
五
字
法
体
段
」
の
「
今
本
時
」
の
語
句
の
読
象
方
に
つ
い
て
、
「
今
・
本
時
」
と
読
む
か
、
或
は
「
今
本
時
」
と
読
む
の
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か
。
即
ち
「
今
が
本
時
と
な
る
」
の
か
、
或
は
「
今
が
そ
の
ま
ま
本
時
で
あ
る
」
の
か
、
読
象
方
に
よ
っ
て
は
意
味
も
変
っ
て
く
る
の
で

《
ノ
ナ
リ

あ
る
。
し
か
し
「
四
十
五
字
法
体
段
」
の
文
章
は
続
け
て
「
娑
婆
世
界
離
二
三
災
一
出
一
画
劫
一
常
住
浄
土
云
云
」
（
昭
定
遺
七
一
二
頁
）
と

云
っ
て
い
る
こ
と
と
徴
し
て
、
「
今
が
本
時
と
な
る
」
の
で
は
な
く
、
「
今
が
そ
の
ま
ま
本
時
と
な
る
」
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
即
ち

我
々
が
今
立
っ
て
い
る
時
点
が
そ
の
ま
ま
に
本
時
だ
と
云
う
の
で
あ
る
。
惟
う
に
「
今
」
と
云
う
は
久
遠
本
仏
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
た

「
本
時
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
哲
学
に
於
て
は
「
久
遠
」
と
か
「
永
遠
」
の
問
題
は
時
間
と
の
関
連
に
於
て
論
ぜ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
「
永
遠
」
と
は
無
限
の
時
間
の
こ
と
・
尼
大
な
時
間
の
こ
と
．
果
て
し
な
く
持
続
す
る
時
間
と
見
倣
さ
れ
る
か
ら
、
若
し

も
「
本
時
」
を
哲
学
的
に
表
現
す
れ
ば
永
遠
の
世
界
と
云
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
「
時
間
」
に
対
す
る
考
察
、
「
永
遠
」
に
対
す
る
哲
学
的
思
考
が
充
分
に
深
め
ら
れ
て
い
く
と
、
「
時
間
」
と
「
永
遠
」
と

が
明
瞭
に
区
別
さ
れ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
永
遠
」
と
い
う
の
は
時
間
の
移
り
変
り
と
か
、
時
間
の
流
れ
と
か
、
生
成

（
超
越
的
実
在
）

消
滅
と
は
関
係
の
な
い
無
時
間
的
存
在
と
し
て
、
或
は
仮
象
的
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
時
間
と
永
遠
の
関
係
に

つ
い
て
、
「
無
時
間
的
永
遠
」
と
か
「
永
遠
と
瞬
間
」
と
い
っ
た
哲
学
上
の
問
題
が
派
生
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
か
っ
て
西
田
幾
太
郎
博

士
は
自
著
の
『
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
』
の
中
で
「
時
は
現
在
の
事
実
が
自
己
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
か
ら
、
い
た
る
と

こ
ろ
が
「
今
」
で
あ
り
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
「
瞬
間
」
が
は
じ
ま
る
」
（
西
田
幾
太
郎
全
集
第
六
巻
岩
波
雷
店
刊
）
と
さ
れ
た
。

日
蓮
聖
人
は
『
種
を
御
振
舞
御
書
』
に
於
て
「
在
世
は
今
に
あ
り
、
今
は
在
世
な
り
」
（
昭
定
遺
九
七
一
頁
）
と
云
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
換
言
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
「
仏
の
在
世
は
そ
の
ま
ま
に
今
な
り
、
娑
婆
は
そ
の
ま
ま
に
仏
の
在
世
な
り
」
と
云
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
或
は
「
今
本
時
」
の
語
句
を
種
を
御
振
舞
醤
と
対
照
し
て
表
現
す
れ
ば
、
「
本
時
は
今
に
あ
り
、
今
は
本
時
な
り
」
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
何
と
示
唆
的
な
コ
ト
バ
で
あ
ろ
う
か
。
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日
蓮
聖
人
の
時
間
考
察
の
立
場
は
、
点
在
的
に
存
在
す
る
時
間
と
か
、
過
現
未
と
流
れ
る
時
間
の
部
分
的
な
「
今
」
を
対
象
と
し
た
の

で
は
な
い
。
こ
の
事
は
聖
人
が
依
経
と
し
た
『
法
華
経
』
の
中
に
散
見
す
る
「
時
間
と
今
」
と
に
関
わ
る
箇
処
を
摘
出
し
て
も
明
ら
か
で

《
ユ

ハ
シ
ク

あ
る
。
方
便
品
の
中
に
「
今
已
満
足
」
・
「
今
正
是
其
時
」
と
あ
る
が
、
そ
の
「
今
」
は
、
弥
を
法
華
経
が
説
示
さ
れ
て
仏
の
精
神
が
始

め
て
開
顕
さ
れ
た
「
今
」
を
教
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
事
は
続
け
て
警
喰
品
に
於
て
「
今
正
是
時
」
と
云
う
も
同
じ
説
示
で
あ
り
、
安
楽

行
品
に
は
「
今
正
是
時
為
汝
等
説
」
と
承
え
、
従
地
涌
出
品
に
は
「
昔
所
未
聞
法
・
今
皆
当
得
聞
・
我
今
安
慰
汝
・
勿
得
懐
疑
催
」
と
承

え
る
。
こ
こ
に
摘
出
し
た
「
今
」
の
語
は
、
そ
の
使
用
に
徴
し
て
も
過
去
Ｉ
現
在
ｌ
未
来
へ
と
流
れ
る
時
間
の
「
今
」
で
は
な
く
、
明
ら

か
に
寿
量
品
の
久
遠
本
仏
の
開
顕
が
予
想
さ
れ
て
い
る
「
今
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
方
便
品
・
警
喰
品
・
安
楽
行
品
の
「
今
」
と
は
当

に
「
本
時
」
（
久
遠
本
仏
の
世
界
）
と
な
る
と
こ
ろ
の
「
今
」
な
の
で
あ
る
。

ノ

四
十
五
字
法
体
段
の
「
今
本
時
娑
婆
世
界
云
云
」
の
「
今
」
と
云
う
の
も
永
遠
の
相
（
世
界
）
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
が

「
在
世
は
今
に
あ
り
、
今
は
在
世
な
り
」
と
教
示
す
る
と
こ
ろ
の
「
今
」
は
末
法
当
今
の
娑
婆
の
現
実
の
こ
と
で
あ
る
。
然
し
娑
婆
の
現

実
で
あ
り
な
が
ら
も
法
華
経
の
「
今
」
の
説
示
に
徴
し
て
ぷ
て
明
ら
か
な
る
よ
う
に
、
娑
婆
の
世
界
は
そ
の
ま
ま
に
本
時
の
世
界
と
な
る

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
日
蓮
聖
人
の
「
今
本
時
」
と
云
う
「
今
」
は
、
法
華
経
の
色
読
体
験
を
通
し
て
本
仏
と
の
感
応
道
交
に
於
て
感
得

さ
れ
る
「
本
時
」
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
本
時
」
の
語
意
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
解
説
と
論
説
を
参
照
し
て
承
よ
う
。

仰
東
方
書
院
『
模
範
仏
教
辞
典
」
に
は
、
「
久
遠
の
昔
、
仏
が
最
初
に
成
道
し
給
う
た
時
を
い
う
」
と
。

三
「
本
時
」
の
意
味
に
つ
い
て
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側
望
月
歓
厚
『
日
蓮
教
学
の
研
究
』
中
の
「
本
時
」
に
関
す
る
所
論
に
よ
れ
ば
、
「
本
時
と
い
わ
れ
る
所
以
は
能
所
一
体
身
土
常
住
の
本

感
応
妙
な
る
が
ゆ
え
で
あ
る
。
即
ち
時
間
的
即
空
間
的
・
空
間
的
即
時
間
的
な
る
が
ゆ
え
に
身
体
的
に
は
「
能
」
は
本
師
で
あ
り
、
「
所
」

は
本
化
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
現
成
が
受
持
を
媒
介
と
す
る
絶
対
行
な
る
と
こ
ろ
を
「
本
時
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
行
は
身
体
的
空
間
的

で
あ
る
と
と
も
に
時
間
的
で
あ
る
。
寧
ろ
そ
の
時
間
的
な
る
と
こ
ろ
に
行
自
ら
の
特
色
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
時
間
的
な
る
も
の
も

従
因
至
果
で
な
い
と
こ
ろ
を
本
時
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
本
因
本
果
本
国
土
の
何
れ
も
が
相
即
す
る
が
ゆ
え
に
本
時
で
あ
る
」
（
平
楽
寺
書

側
茂
田
教
亨
『
観
心
本
尊
抄
研
究
序
説
』
に
は
、
「
本
時
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
本
門
の
身
土
常
住
を
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
同
時
に
事
の
一
念
三
千
の
法
体
で
も
あ
る
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
己
心
、
即
ち
受
持
の
一
念
に
於
け
る
所
現
の
世
界
で
あ
る
。
相

対
的
自
己
を
媒
介
基
体
と
し
つ
つ
そ
の
相
対
性
が
否
定
さ
れ
る
所
に
、
却
っ
て
復
活
せ
し
め
ら
る
る
絶
対
的
自
己
現
成
の
世
界
で
あ
る
。

…
：
．
い
わ
ば
「
本
時
」
は
寿
量
品
の
釈
尊
が
内
証
体
験
し
た
ま
え
る
絶
対
時
で
あ
る
と
共
に
、
我
等
行
者
の
信
体
験
に
於
て
現
成
す
る
絶

対
時
で
も
あ
る
」
（
山
喜
書
房
三
二
二
頁
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

店
一
○
七
頁
）
と
あ
る
。

と
な
る
。
そ
こ
で
聿

い
う
の
で
あ
ろ
う
。

側
宮
崎
英
修
編
『
日
蓮
辞
典
』
に
は
、
「
法
華
経
寿
量
品
に
お
け
る
開
近
顕
遠
。
開
迩
顕
本
に
よ
っ
て
、
久
遠
釈
尊
が
開
顕
さ
れ
、
そ
の

久
遠
釈
尊
（
本
門
寿
量
品
の
仏
）
の
時
と
空
を
超
え
た
宗
教
的
絶
対
世
界
を
い
う
」
と
。

（
開
通
顧
本
ｏ

右
の
二
種
の
辞
典
を
参
照
し
て
「
本
時
」
と
呼
ば
れ
る
理
由
を
考
え
て
承
る
の
に
、
法
華
経
寿
量
品
に
於
て
始
め
て
本
仏
の
精
神
が
開

開
近
顕
遠
）
（
久
遠
実
成
）

顕
さ
れ
て
久
遠
の
生
命
を
有
っ
た
本
仏
が
説
き
顕
は
さ
れ
る
。
こ
の
本
仏
が
開
顕
さ
れ
て
始
め
て
一
切
の
も
の
の
本
来
の
意
義
が
明
ら
か

と
な
る
。
そ
こ
で
寿
量
品
が
説
示
さ
れ
る
時
の
こ
と
を
「
全
て
の
も
の
の
本
来
の
性
質
が
開
顕
さ
れ
る
時
」
と
い
う
意
味
で
「
本
時
」
と
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右
に
現
代
の
日
蓮
宗
学
を
代
表
さ
れ
る
二
人
の
所
論
を
参
借
し
た
が
実
の
と
こ
ろ
筆
者
は
消
化
不
良
と
な
っ
た
。
余
り
に
も
高
迩
な
所

論
で
あ
る
た
め
に
筆
者
に
は
消
化
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
両
大
家
の
論
を
要
約
す
れ
ば
「
本
時
と
は
時
間
的
空
間
的
世
界

を
超
越
し
た
宗
教
的
絶
対
世
界
の
こ
と
と
そ
の
世
界
は
信
仰
体
験
に
於
て
感
得
さ
れ
る
観
念
で
あ
る
」
と
云
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

望
月
・
茂
田
井
両
先
生
の
所
論
を
味
読
し
つ
つ
惟
う
こ
と
は
、
「
本
時
」
と
い
う
語
句
自
体
が
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

聖
人
の
文
書
中
で
も
唯
一
回
の
出
自
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
極
め
て
特
異
な
用
語
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
台
大
師
の
『
法
華

玄
義
』
に
は
「
本
時
」
の
語
句
が
頻
繁
に
散
見
す
る
が
、
そ
の
場
合
は
「
迩
時
」
に
対
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
釈
尊
の
久
遠
実
成
の

時
、
無
始
無
終
の
時
を
表
現
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
法
華
玄
義
第
七
に
於
て
「
本
時
と
は
法
華
経
寿
量
品
の
「
我
常

在
此
娑
婆
世
界
」
だ
と
な
し
、
「
娑
婆
者
即
本
時
同
居
土
也
」
と
し
て
本
国
土
妙
な
る
が
故
に
本
時
だ
と
し
て
い
る
。
（
註
解
合
編
天
台

大
師
全
集
第
四
巻
四
二
五
頁
）
・
天
台
大
師
の
所
論
と
望
月
・
茂
田
井
両
先
生
の
所
論
と
を
比
較
し
て
ゑ
る
と
、
当
に
同
一
の
領
解
だ
と

云
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
望
月
博
士
の
云
う
「
本
時
と
は
能
所
一
体
常
住
の
本
感
応
妙
な
る
が
ゆ
え
で
あ
る
」
と
か
、
茂
田

井
教
授
の
「
本
時
は
本
門
の
身
土
常
住
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
上
一
念
三
千
の
法
体
で
も
あ
る
」
と
云
う
所
論
は
、
確
か
に
そ
う
だ
と

思
う
の
で
は
あ
る
が
宗
学
に
素
人
の
筆
者
に
は
理
解
の
で
き
な
い
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
で
望
月
・
茂
田
井
両
先
生
の
所
論
を
参
考
と
し
な

が
ら
、
筆
者
な
り
に
理
解
を
得
た
い
と
思
い
、
身
延
山
短
大
教
授
の
里
見
泰
穏
先
生
の
所
論
を
参
借
す
る
こ
と
に
し
た
。

里
見
先
生
は
仏
教
時
間
論
の
研
究
者
と
し
て
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
著
『
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
哲
学
』
（
開
宗
七
百
年
記
念
・

身
延
山
久
遠
寺
刊
）
と
い
う
小
冊
子
の
中
で
、
「
久
遠
の
今
」
と
い
う
章
節
を
設
け
て
四
十
五
字
法
体
段
の
哲
学
的
解
釈
を
試
象
ら
れ
て

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
こ
の
「
今
」
は
勿
論
永
遠
の
相
の
下
に
見
ら
れ
た
「
今
」
で
あ
り
、
仏
過
去
に
も
減
せ
ず
未
来
に
も

（
天
台
の
法
華
玄
義
の

生
ぜ
ざ
る
「
今
」
で
あ
る
。
此
の
「
今
」
が
本
時
と
云
わ
れ
る
の
は
、
「
今
」
の
永
遠
の
相
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
時
に
対
し
て
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会
通
以
来
、
伝
統
的
解
釈
の
方
法
ｌ
鉦
者
）

迩
時
が
説
か
れ
る
が
、
こ
の
迩
時
が
所
謂
時
間
で
あ
る
。
有
限
な
現
実
の
世
界
に
於
け
る
時
間
が
迩
時
で
あ
る
。
こ
の
迩
時
が
否
定
さ
れ

（
ど
ん
し
ゆ
う
１
１
－
承
幸
画
）
・

る
所
に
本
時
が
顕
は
れ
る
。
涌
出
品
に
於
け
る
近
執
を
破
す
と
い
う
こ
と
は
、
迩
時
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
然
し
唯
、
迩
時
が
否
定

さ
れ
た
だ
け
で
は
、
超
越
性
が
顕
は
れ
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
。
筆
者
に
と
っ
て
里
見
先
生
の
所
論
は
哲
学
的
な
解
釈
な
が
ら
、
そ
の
論
の

展
開
が
整
理
さ
れ
て
い
て
理
解
を
助
け
て
く
れ
る
。

以
上
紹
介
し
た
幾
つ
か
の
時
間
論
を
総
合
し
て
承
る
と
、
「
本
時
」
と
い
う
の
は
久
遠
実
成
の
本
仏
が
所
住
す
る
国
土
、
つ
ま
り
寿
量

品
の
「
我
常
在
此
娑
婆
世
界
」
と
説
示
さ
れ
る
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
「
本
時
」
と
は
過
現
未
に
流
れ
る
時
間
、
生
成
流
転
す
る

表
象
と
し
て
の
時
で
な
い
事
も
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
久
遠
と
か
悠
遠
と
云
う
概
念
を
包
み
こ
ん
だ
「
時
」
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
寿
量
品
に
お
い
て
現
代
の
我
之
か
ら
す
れ
ば
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
天
文
学
的
数
値
を
も
っ
て
超
越
的
な
時
間
性
に

つ
い
て
、
「
無
量
無
辺
百
千
万
億
那
由
佗
劫
．
．
…
・
我
成
仏
已
来
、
復
過
於
此
、
百
千
万
億
那
由
佗
、
阿
僧
祇
劫
、
自
従
是
来
、
我
常
在
此

（
無
赴
）

自
従
是
来
、
我
常
在
此
娑
婆
世
界
説
法
教
化
…
甚
大
久
遠
、
寿
命
無
量
」
（
岩
波
文
庫
法
華
経
下
）
と
説
示
し
て
い
る
。
本
仏
の
永
遠
性
、

（
無
辺
）
た
や
す
く

本
仏
の
広
大
な
世
界
、
と
て
つ
も
な
い
悠
遠
の
世
界
を
い
と
も
簡
単
に
表
現
し
て
い
る
。
寿
量
品
の
説
示
は
当
に
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
永
遠

な
る
無
限
の
世
界
、
超
越
絶
対
の
世
界
を
描
き
出
し
た
古
代
印
度
人
の
ロ
マ
ン
、
そ
の
雄
大
な
宗
教
世
界
を
描
き
説
い
た
こ
と
は
驚
き
で

あ
り
、
島
国
の
日
本
人
的
感
覚
で
は
及
び
の
つ
か
な
い
所
で
あ
る
。

い
の
ち

法
華
経
寿
量
品
に
説
か
れ
る
本
仏
の
寿
命
と
は
、
伽
耶
始
城
の
釈
迦
の
寿
命
が
永
遠
だ
と
云
う
の
で
は
な
い
。
釈
迦
牟
尼
（
仏
陀
）
と

な
っ
た
そ
の
世
界
が
悠
遠
だ
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
の
表
現
す
る
コ
ト
バ
が
「
無
量
無
辺
」
と
か
「
甚
大
久
遠
」
、
「
百
千
万
億
那
由
佗

劫
」
と
平
易
で
あ
り
且
つ
直
裁
的
で
、
し
か
も
事
な
げ
に
本
仏
の
寿
命
を
説
示
す
る
こ
と
は
驚
き
で
あ
る
。
こ
の
事
は
梵
漢
両
訳
を
並
記

し
て
読
承
く
ら
べ
て
承
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
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○
「
我
時
語
衆
生
、
常
在
此
示

○
「
僧
た
ち
よ
、
こ
こ
で
入
燕

「
法
華
経
」
下
・
三
十
頁
）

「
我
時
語
衆
生
、
常
在
此
不

○
「
我
成
仏
已
来
、
甚
大
久
遠
、
寿
命
無
趾
、
阿
僧
抵
劫
、
常
住
不
滅
、
諸
善
男
子
、
我
本
行
菩
薩
道
、
所
成
寿
愈
今
猶
未
尽
、
復
倍
上
数
」
・

○
「
久
し
い
以
前
に
さ
と
り
の
境
地
に
到
達
し
た
如
来
は
、
無
限
の
寿
命
の
長
さ
を
も
ち
、
常
に
存
在
す
る
の
だ
。
余
は
さ
と
り
を
求
め
る
修
行
者
と
し
て

前
世
に
於
て
果
す
べ
き
所
行
を
果
し
て
い
な
い
し
、
余
の
寿
命
も
満
了
し
て
い
な
い
の
だ
。
余
の
寿
命
が
満
了
す
る
ま
で
に
は
、
今
な
お
幾
千
万
・
百
万

十
万
カ
ル
・
〈
の
二
倍
も
あ
る
の
だ
」
（
坂
本
・
岩
本
訳
注
「
法
華
経
」
下
・
二
十
頁
）

右
の
梵
漢
両
訳
を
読
承
比
較
し
て
ぷ
て
、
ど
ち
ら
も
そ
の
平
易
な
表
現
の
な
か
に
見
事
に
本
仏
の
寿
命
の
永
遠
性
が
説
示
さ
れ
て
い

る
。
而
も
そ
の
語
り
か
け
る
コ
ト
頓
〈
は
凡
ゆ
る
も
の
を
包
象
こ
む
に
足
る
表
現
で
あ
る
。
さ
て
本
仏
の
寿
命
に
つ
い
て
「
無
量
無
辺
」
「
百

千
万
億
劫
」
と
数
値
を
も
っ
て
説
示
し
て
い
る
の
は
具
体
的
で
あ
り
ま
た
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
も
あ
り
、
悠
遠
性
へ
の
誘
い
は
あ
る
が
、
然

●
●

い
の
ち

し
な
が
ら
、
本
仏
の
悠
遠
と
は
何
か
、
久
遠
本
仏
の
世
界
と
は
何
か
、
と
い
う
「
本
仏
の
生
命
」
に
つ
い
て
の
説
示
の
コ
ト
・
〈
に
は
欠
け

○
「
諸
所
言
説
、
皆
実
不
虚
、
所
以
者
何
、
如
来
如
実
見
、
三
界
之
相
、
無
有
生
死
、
若
退
若
出
、
亦
無
在
世
、
及
減
度
者
、
非
実
非
虚
、
非
如
非
異
、
不

如
三
界
、
見
於
三
界
、
如
斯
之
事
、
如
来
明
見
、
無
有
錯
謬
」
。

本
仏
の
本
質
（
言
＄
①
冒
独
）
に
つ
い
て
示
唆
し
つ
つ
、
無
始
無
終
の
本
仏
を
説
き
明
そ
う
と
し
て
い
る
。
さ
て
そ
こ
で
本
仏
の
「
常

住
」
と
か
「
永
遠
」
と
云
わ
れ
る
世
界
に
つ
い
て
、
寿
量
品
は
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
説
示
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
有
名
な
「
六
或
示

現
」
の
説
相
の
直
後
に
巧
承
な
教
示
が
な
さ
れ
る
。

て
い
る
。

筆
者
は
も
う
少
し
寿
量
品
の
説
示
を
梵
漢
両
訳
を
対
照
し
て
追
っ
て
み
よ
う
。

滅
、
以
方
便
力
故
、
現
有
減
不
滅
」

「
僧
た
ち
よ
、
こ
こ
で
入
滅
し
た
の
で
は
な
い
。
あ
れ
は
巧
妙
な
手
段
な
の
だ
、
余
は
繰
返
し
繰
返
し
生
命
あ
る
者
の
世
界
に
い
る
」
（
坂
本
・
岩
本
訳
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と
と
な
る
の
で
あ
る
。
、

と
は
云
え
我
々
の
こ
の
現
実
の
娑
婆
世
界
は
厳
し
い
の
で
あ
る
。
う
つ
ろ
う
無
常
の
世
界
で
あ
る
。
「
娑
婆
」
（
留
冨
）
の
語
が
示
す

如
く
に
忍
土
・
堪
忍
・
忍
界
な
の
で
あ
る
。
我
々
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
無
常
の
世
界
で
あ
る
。
従
っ
て
娑
婆
に
在
っ
て
強
く
生
き
よ
う
、

浄
ら
か
に
生
き
よ
う
、
自
ら
生
き
甲
斐
を
見
い
出
し
て
い
く
た
め
に
は
、
苦
難
を
踏
承
越
え
苦
悩
と
斗
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
は
此

処
が
最
も
大
切
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
法
華
経
に
は
「
我
此
土
安
穏
・
天
人
常
充
満
」
と
説
き
「
常
在
霊
鷲
山
」
と
説
示
し
て
い
る
か

○
「
如
来
に
は
偽
り
の
言
葉
は
な
い
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
る
か
と
云
う
と
、
如
来
は
三
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
生
れ

ず
、
死
な
ず
、
変
化
せ
ず
、
生
ぜ
ず
、
流
転
せ
ず
、
完
成
せ
ず
、
真
正
で
も
な
け
れ
ば
、
真
正
で
な
い
も
の
で
も
な
く
、
偽
り
で
も
な
け
れ
ば
偽
り
で
な

い
も
の
で
も
な
く
、
別
の
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
、
と
見
る
の
で
あ
る
。
如
来
が
三
界
を
見
る
の
は
、
愚
か
な
大
衆
が
見
る

の
と
は
異
な
る
の
だ
。
如
来
は
実
に
明
確
に
見
て
こ
の
点
に
関
し
て
見
誤
ま
る
こ
と
は
な
い
」
（
坂
本
・
岩
本
訳
注
「
法
華
経
」
下
・
岩
波
文
庫
十
九
頁
）

（
永
遠
）

な
ん
と
巧
象
な
表
現
で
あ
ろ
う
か
。
本
仏
の
常
住
と
は
真
理
の
こ
と
で
あ
る
。
古
来
よ
り
「
法
体
恒
有
」
と
云
わ
れ
る
の
は
、
「
法
」

ｅ
冨
吋
自
画
）
の
常
住
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
生
成
流
転
・
無
常
で
あ
ろ
う
と
も
「
法
」
は
真
理
と
し
て
存
在
す
る
。
こ
の

「
法
」
が
即
ち
久
遠
の
本
仏
と
い
う
こ
と
と
本
仏
の
生
命
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
衆
生
見
劫
尽
・
大
火
所
焼
時
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
「
我

此
土
安
穏
」
の
世
界
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
仏
の
開
顕
と
云
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
時
間
と
空
間
を
超
え
た
「
本
仏
」
の
絶
対

世
界
と
は
、
こ
う
し
た
本
仏
の
ふ
と
こ
ろ
に
抱
か
れ
る
世
界
な
の
で
あ
る
。

本
時
の
娑
婆
世
界
と
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
を
積
極
的
に
肯
定
し
て
娑
婆
即
寂
光
と
云
い
、
久
遠
本
仏
に
抱
か
れ
る
で
あ
ろ
う
我
含
の
見

守
り
で
も
あ
る
。
日
蓮
聖
人
が
四
十
五
字
法
体
段
に
於
て
「
所
化
以
同
体
」
な
り
と
教
示
さ
れ
る
の
は
此
の
事
で
は
な
い
か
。
寿
量
久
遠

い
の
ち

本
仏
を
能
化
と
な
し
、
結
縁
の
衆
生
を
所
化
（
弟
子
）
と
し
て
、
本
仏
の
生
命
で
あ
る
妙
法
五
字
を
受
持
信
行
す
る
こ
と
で
、
所
化
は
能

化
の
甚
深
の
功
徳
を
譲
り
与
え
ら
れ
て
、
久
遠
本
仏
の
世
界
へ
と
包
摂
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
時
の
娑
婆
世
界
に
生
か
さ
れ
る
こ
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ら
や
我
々
の
所
住
す
る
此
の
娑
婆
も
久
遠
本
時
の
国
土
（
本
国
土
妙
）
な
の
で
あ
る
。
此
の
説
示
は
絶
対
の
教
示
で
は
あ
る
。
だ
が
然
し

と
筆
者
は
反
問
を
す
る
。
た
し
か
に
寿
量
品
の
「
我
此
土
安
穏
」
以
下
の
説
示
は
象
徴
的
で
魅
力
的
な
コ
ト
・
ハ
で
あ
る
。
知
ら
ず
知
ら
ず

の
中
に
我
々
は
「
本
時
」
の
世
界
に
誘
引
摂
入
さ
れ
て
い
く
、
包
摂
さ
れ
る
か
の
感
覚
を
持
つ
の
で
あ
る
。
ど
う
も
此
処
の
と
こ
ろ
が
難

か
し
い
の
で
あ
る
。
本
時
の
世
界
へ
と
包
摂
さ
れ
る
た
め
に
は
、
我
々
自
身
に
於
て
も
大
事
な
義
務
を
果
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
。
法
華
経
神
力
品
に
は
「
若
於
園
中
・
若
於
林
中
・
若
於
樹
下
・
若
於
僧
坊
・
若
白
衣
舎
・
若
在
殿
堂
・
若
山
谷
砿
野
・
是
中
皆

応
・
起
塔
供
養
」
（
坂
本
・
岩
本
訳
注
「
法
華
経
」
下
一
六
○
頁
）
と
見
え
、
或
は
「
応
当
一
心
、
．
受
持
・
読
諦
・
解
説
・
番
写
・
如

説
修
行
」
（
同
上
）
と
あ
っ
て
受
持
信
行
が
我
々
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
此
の
如
説
修
行
の
娑
婆
こ
そ
常
住
の
浄
土
な
の

で
は
な
い
か
。
受
持
信
行
の
場
こ
そ
本
時
の
世
界
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
否
そ
れ
ど
こ
ろ
か
本
仏
常
住
の
永
遠
の
本
時
と
な
ら
ね
ば
な

で
は
な
い
か
。
受
持
信
唇

ノ

ノ

日
蓮
聖
人
は
『
四
条
金
吾
殿
御
消
息
』
に
於
て
「
娑
婆
世
界
の
中
に
は
日
本
国
、
日
本
国
の
中
に
は
相
模
国
、
相
模
国
の
中
に
は
片
瀬
、

二
ヶ

片
瀬
の
中
に
は
竜
口
に
日
蓮
が
命
を
と
ど
め
を
く
事
は
、
法
華
経
の
御
故
な
れ
ば
寂
光
土
と
も
い
う
べ
き
嗽
。
神
力
品
云
若
於
林
中
・
若

於
園
中
・
若
山
谷
砿
野
・
是
中
乃
至
而
般
浬
薬
と
は
是
歎
」
（
昭
定
遺
五
○
四
頁
）
と
申
さ
れ
て
い
る
。
此
の
法
華
経
の
色
読
の
場
を
寂

（
「
三
十
三
字
段
』
中
）

光
土
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
尊
い
教
示
で
あ
る
。
本
感
応
の
世
界
と
は
此
の
事
で
あ
ろ
う
。
『
本
尊
抄
』
に
は
「
自
然
譲
与
」
と
あ

っ
て
、
聖
人
み
ず
か
ら
本
仏
の
被
護
の
あ
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
然
し
そ
こ
に
は
「
我
等
此
受
持
五
字
」
す
る
こ
と
が
強
く

要
請
さ
れ
て
い
る
。
末
法
の
娑
婆
世
界
に
生
き
る
我
々
に
対
し
て
、
こ
の
忍
士
娑
婆
に
居
な
が
ら
に
し
て
「
本
時
」
の
世
へ
と
摂
入
さ
れ

ノ

る
こ
と
の
保
証
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
受
持
信
行
の
重
要
性
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
日
蓮
聖
人
が
「
今
本
時
娑
婆
世
界
」
と
云
う
は

並
を
な
ら
ぬ
尊
い
教
示
で
あ
る
。
た
だ
坐
し
て
い
た
の
で
は
「
本
時
」
へ
の
包
摂
は
あ
り
得
な
い
。
自
ら
が
絶
対
的
な
価
値
を
追
体
験
、

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
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実
践
し
た
い
と
願
行
す
る
と
こ
ろ
に
「
本
時
」
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

法
華
経
は
末
法
の
我
盈
に
対
し
て
遺
さ
れ
た
説
示
で
あ
る
。
見
宝
塔
品
に
「
誰
能
於
此
・
娑
婆
国
土
・
広
説
妙
法
華
経
・
今
正
是
時
」

（
岩
波
文
庫
・
法
華
経
中
一
九
○
頁
）
と
あ
り
、
安
楽
行
品
に
も
「
今
正
是
時
・
為
汝
等
説
」
（
岩
波
文
庫
・
法
華
経
中
二
七
八
頁
）
と

あ
っ
て
、
如
来
の
滅
後
の
者
に
対
し
て
説
き
遺
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
我
灸
に
対
し
て
説
示
さ
れ
た
教
え
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
教
示
の

如
く
に
修
行
を
し
な
け
れ
ば
本
仏
の
被
護
は
な
い
の
で
あ
る
。
尊
い
教
え
を
柔
和
質
直
者
と
な
っ
て
、
一
心
欲
見
仏
、
不
自
惜
身
命
の
信

行
こ
そ
大
事
な
の
で
あ
る
。
望
月
歓
厚
博
士
が
「
本
時
と
は
能
所
一
体
常
住
の
本
感
応
妙
の
世
界
を
云
う
。
し
か
も
そ
の
現
成
が
受
持
を

媒
介
と
す
る
絶
対
行
な
る
と
こ
ろ
を
本
時
と
い
う
の
で
あ
る
」
（
日
蓮
教
学
の
研
究
一
○
七
頁
）
と
云
わ
れ
た
の
は
此
の
事
で
あ
ろ
う
。

筆
者
な
り
に
靭
か
の
領
解
を
得
た
思
い
で
あ
る
。

※
法
華
一
乗
の
信
仰
に
生
涯
を
賭
け
、
如
説
修
行
の
色
読
で
あ
っ
た
日
蓮
聖
人
、
そ
の
聖
人
に
は
「
永
遠
」
だ
と
か
、
「
本
時
」
に
つ
い
て
の
宗
教
哲
学
的

の
思
索
を
め
ぐ
ら
し
た
文
書
は
見
当
ら
な
い
。
（
文
章
の
表
現
を
以
て
の
文
書
が
見
当
ら
な
い
）
。
だ
が
然
し
、
受
持
信
行
の
色
読
体
験
を
通
し
て
、
「
永

遠
」
識
と
か
「
本
時
」
の
世
界
（
本
仏
の
生
命
）
に
想
い
を
め
ぐ
ら
し
て
感
応
道
交
の
法
悦
の
世
界
に
生
き
る
息
吹
を
教
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で

も
な
か
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
開
目
抄
の
「
詮
ず
る
と
こ
ろ
は
天
も
す
て
給
え
、
諸
難
に
も
あ
え
、
身
命
を
期
と
せ
ん
…
…
善
に
付
け
悪
に
つ
け
法

華
経
を
す
つ
る
地
獄
の
業
な
る
べ
し
。
ゞ
…
：
父
母
の
頚
を
は
ね
ん
念
仏
申
さ
ず
わ
な
ん
ど
の
種
な
の
大
難
出
来
す
と
も
智
者
に
我
義
や
ぶ
ら
れ
ず
ぱ
用
い

じ
と
な
り
。
其
外
の
大
難
風
の
前
の
塵
な
る
べ
し
。
我
れ
日
本
の
柱
と
な
ら
む
、
我
れ
日
本
の
眼
目
と
な
ら
む
、
我
れ
日
本
の
大
船
と
な
ら
む
等
と
ち
か

い
し
願
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
」
（
昭
定
遺
六
○
一
頁
）
と
い
う
力
強
い
宣
言
は
出
て
こ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

日
蓮
聖
人
の
遺
文
中
で
特
に
「
時
」
に
つ
い
て
言
及
し
た
文
雷
は
、
弘
長
二
年
二
月
伊
豆
伊
東
で
撰
述
し
た
と
さ
れ
る
『
教
機
時
国

紗
』
と
、
身
延
在
山
中
の
建
治
元
年
の
撰
述
で
あ
る
『
撰
時
抄
』
と
が
あ
る
。
勿
論
「
時
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
云
っ
て
も
物
理

四
「
時
」
の
受
容
意
識
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『
教
機
時
国
紗
』
の
文
は
御
自
身
に
問
い
そ
し
て
云
い
き
か
せ
て
い
る
。
法
華
経
の
弘
教
者
と
し
て
「
時
」
を
知
っ
て
選
ぶ
こ
と
の
大

事
を
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
自
己
の
存
在
を
象
つ
め
て
い
る
。
従
っ
て
日
蓮
宗
徒
の
我
盈
に
対
す
る
教
示
で
も
あ
る
。
「
時
ヲ
知
ル
ベ
シ
」

と
は
、
つ
ま
り
自
己
の
生
き
て
い
る
「
今
」
の
意
味
を
た
し
か
め
、
そ
の
「
今
」
が
ど
れ
程
に
自
己
と
関
わ
っ
て
い
る
の
か
、
ど
れ
程
に

法
華
経
の
弘
教
と
関
わ
っ
て
い
る
の
か
と
云
う
た
し
か
め
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
今
」
と
云
っ
て
も
、
人
間
の
存
在
と
無
関
係
の

「
今
」
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
人
間
に
よ
っ
て
設
定
づ
け
ら
れ
る
「
今
」
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
或
は
人
生
の
岐
路
に
立
っ
て
「
当
に
あ
れ

か
．
こ
れ
か
」
と
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
時
の
「
今
」
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
日
蓮
聖
人
は
「
権
経
念
仏
等
時
歎
法
華
経
時
歎
能

シ
テ
ヲ
〃
《
キ

テ
ス
〃
二

《
ナ
垂

ノ

○
「
時
者
弘
二
仏
教
一
人
必
可
レ
時
し
知
…
…
不
し
知
し
時
弘
レ
法
無
し
益
上
還
堕
二
悪
道
當
也
。
…
…
当
世
入
二
末
法
一
二
百
一
十
余
年
也
。
権
経
念
仏
等
時
歎
。
法
華

ノ

ワ

経
時
歎
。
能
能
可
レ
勘
一
時
刻
一
也
」
（
昭
定
遺
二
四
二
’
二
四
三
頁
）

秒

た
だ
さ

テ
夕

○
「
夫
仏
法
を
学
せ
ん
法
は
必
ず
先
づ
時
を
な
ら
う
べ
し
。
…
仏
法
を
修
行
せ
ん
に
時
を
糾
ざ
る
べ
し
や
。
…
問
云
い
か
な
る
時
に
か
小
乗
梅
経
を
と
き
、

タ

テ
ク

ニ
ク

ノ
ノ
ニ

シ
テ

い
か
な
る
時
に
か
法
華
経
を
説
く
き
や
。
…
答
云
仏
眼
を
か
つ
て
時
機
を
か
ん
が
へ
よ
・
…
…
法
華
経
の
第
七
云
我
減
度
後
、
後
五
百
歳
中
、
広
宣
流
布
、

ニ
ン
〃
コ
ト
セ

ノ
ニ
タ

ノ
プ
ワ

ニ
ク
ノ
ノ
ン
セ
ン
ト

ニ
夕
毛
《

於
二
閻
浮
提
一
無
し
令
二
断
絶
一
等
…
同
第
六
巻
云
悪
世
末
法
時
能
持
二
是
経
一
者
等
…
第
五
の
巻
云
於
二
後
末
世
法
欲
し
減
時
一
等
。
又
第
四
の
巻
云
而
此
経
者
如

ニ
ス
ワ
シ

ン
ヤ
ノ
オ
ヤ

ク

ク
シ
テ
ツ
シ

来
現
在
猶
多
二
怨
嫉
一
況
滅
度
後
。
又
第
五
の
巻
に
云
一
切
世
間
多
し
怨
難
レ
信
…
：
・
其
時
に
智
人
一
人
出
現
せ
ん
」
（
昭
定
遺
一
○
○
三
・
一
○
○
五
・
一

ｎ
石
）
七
頁
）

的
な
「
時
間
」
を
論
じ
た
の
で
は
な
く
、
法
華
経
の
弘
教
者
の
立
場
・
仏
道
者
の
立
場
か
ら
の
「
時
」
（
時
代
）
の
認
識
で
あ
る
こ
と
は

云
う
ま
で
も
な
い
。
斯
う
し
た
弘
教
者
の
立
場
か
ら
「
時
」
に
言
及
し
た
文
書
は
沢
山
あ
り
、
た
と
え
ば
『
日
妙
聖
人
御
書
』
（
六
四
五

頁
）
。
『
法
蓮
紗
』
（
九
五
一
頁
）
。
『
開
目
抄
』
（
六
○
九
頁
）
な
ど
が
直
に
目
に
つ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
時
」
を
選
ぶ
こ
と
・

「
時
」
の
受
容
意
識
・
「
時
」
の
質
的
内
容
に
ま
で
言
及
し
た
文
雷
は
、
右
の
教
機
時
国
紗
と
撰
時
抄
の
二
書
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

此
処
で
両
書
の
一
部
を
引
用
し
て
味
読
し
て
お
こ
う
。
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能
可
勘
時
刻
也
」
と
、
自
己
に
対
し
て
も
我
々
に
対
し
て
も
、
自
覚
を
強
く
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
撰
時
抄
』
は
竜
口
か
ら
佐
渡
を
経
て
身
延
入
山
の
翌
年
に
な
る
撰
述
で
あ
る
。
法
華
経
色
読
者
（
上
行
自
覚
）
の
軌
跡
を
か
え
り
承

ら
れ
、
い
や
し
く
も
法
華
経
の
信
行
者
で
あ
る
な
ら
ば
「
時
」
を
見
極
め
よ
、
「
時
」
を
大
切
に
せ
よ
と
の
大
導
師
と
し
て
の
説
諭
と
も

受
け
と
め
ら
れ
る
。
日
蓮
聖
人
の
「
時
」
の
受
容
意
識
は
、
法
華
経
の
持
経
者
ｌ
法
華
経
の
色
読
者
ｌ
法
華
経
行
者
と
し
て
の
使
命
感
と

も
強
く
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
あ
り
て
い
に
云
え
ば
聖
人
自
身
の
生
き
方
の
問
題
で
あ
る
。

日
蓮
聖
人
の
「
時
」
の
受
容
意
識
に
は
二
つ
の
側
面
が
あ
る
よ
う
だ
。
そ
の
Ｈ
・
た
と
え
ば
「
顕
仏
未
来
記
」
（
昭
定
遺
七
三
九
頁
）

と
か
『
撰
時
抄
』
等
に
承
ら
れ
る
よ
う
に
法
華
経
・
仁
王
経
・
大
集
経
な
ど
を
依
証
と
し
て
、
正
像
末
と
次
第
に
下
降
衰
退
し
て
い
く
仏

教
流
布
の
時
間
的
流
れ
の
中
で
、
殊
に
最
澄
の
『
守
護
国
界
章
』
の
一
文
で
あ
る
「
正
像
梢
過
已
末
法
太
有
近
」
に
よ
っ
て
自
己
を
末
法

時
代
の
者
と
位
置
づ
け
、
釈
尊
↓
天
台
↓
伝
教
↓
日
蓮
と
い
う
三
国
四
師
の
系
譜
を
も
っ
て
、
自
己
の
仏
教
史
上
の
位
置
づ
け
と
時
代
付

を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
仏
道
者
と
し
て
死
身
弘
法
を
志
向
す
る
行
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
己
の
置
か
れ
た
時
代
の
位
置
づ
け
に
心
を
砕

く
の
は
当
然
で
あ
り
日
蓮
聖
人
一
人
だ
け
で
な
く
全
て
の
弘
教
者
に
共
通
す
る
意
識
で
あ
ろ
う
。
「
時
」
の
受
容
と
は
、
「
時
」
を
う
け

い
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
受
け
容
れ
る
た
め
に
は
主
体
的
な
自
覚
が
必
要
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
「
時
」
の
中
に
自
己
を
位
置
づ
け
る
こ
と

（
侭
念
）

で
あ
る
。
従
っ
て
自
己
の
思
想
・
行
動
に
つ
い
て
確
た
る
自
覚
に
基
く
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
日
蓮
聖

人
の
「
時
」
の
受
容
意
識
と
し
て
、
そ
の
口
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
法
華
経
宝
塔
品
・
薬
王
品
・
勧
発
品
な
ど
の
説
示
を
媒
介
と
し
て
、

自
己
を
本
仏
釈
尊
と
直
結
し
て
自
己
の
生
き
る
時
代
を
「
末
法
」
な
り
と
認
識
し
て
、
そ
こ
か
ら
末
法
を
克
服
す
る
理
念
を
確
立
し
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
蓮
聖
人
の
時
の
受
容
意
識
に
つ
い
て
二
側
面
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
両
者
を
区
別
し
て
受
容
意
識
を
語
る
こ

（”）



右
の
「
法
華
取
要
抄
」
の
一
文
に
つ
い
て
要
約
を
示
せ
ば
、
仰
撰
述
は
文
永
十
一
年
五
月
二
十
四
日
身
延
入
山
直
後
で
あ
る
こ
と
。
鋤

末
法
の
法
華
経
行
者
の
自
覚
。
側
法
華
経
行
者
た
る
の
文
証
を
掲
ぐ
。
側
法
華
経
色
読
の
法
悦
を
吐
露
し
て
い
る
こ
と
。
以
上
の
要
約
を

総
合
し
て
考
え
れ
ば
、
日
蓮
聖
人
自
身
の
値
難
弘
教
の
二
十
一
年
（
建
長
五
年
立
教
開
宗
三
十
二
才
よ
り
文
永
十
一
年
身
延
入
山
五
十
三

才
ま
で
）
を
か
え
り
拳
れ
ば
、
確
か
に
未
来
記
た
る
法
華
経
の
逆
次
の
色
読
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
法
華
経
を
逆
次
に
読
む
と
は
、
滅

後
の
立
場
か
ら
正
法
の
流
布
を
明
示
し
た
法
華
経
を
色
読
す
る
こ
と
で
あ
る
。
安
楽
十
四
↓
勧
持
十
三
↓
提
婆
↓
見
宝
塔
十
一
↓
法
師
十

と
、
つ
ま
り
単
に
読
経
三
昧
に
入
る
こ
と
で
は
な
い
。
即
ち
法
華
経
は
滅
後
の
我
々
に
説
き
遺
さ
れ
た
未
来
記
で
あ
る
。
で
あ
る
と
す
れ

チ
タ
《
二
ノ
ク
ア
ダ
ワ
マ
ヂ
ノ
ニ
リ
リ
チ
ニ
ニ
ノ
ハ
《

○
「
問
日
法
華
経
為
一
誰
人
一
説
し
之
乎
。
答
日
自
二
方
便
品
一
至
二
干
人
記
一
八
品
有
一
三
意
一
。
自
レ
上
向
し
下
次
第
読
し
之
第
一
菩
薩
第
二
二
乗
、
第
三
凡
夫
也
。

リ

ト
ニ
ノ
《
テ
〃
ワ
ス
ノ
ハ
ナ
ワ
ス
レ
《
《

自
二
安
楽
行
一
勧
持
・
提
婆
・
宝
塔
・
法
師
逆
次
読
レ
之
以
二
滅
後
衆
生
一
為
し
本
。
在
世
衆
生
傍
也
。
以
二
滅
後
一
論
し
之
正
法
一
千
年
、
像
法
一
千
年
傍
也
。

テ
ヲ
ス
ト
ノ
ー
ヌ
テ
ワ
ス
ト
テ
ク
テ
ク
ノ
テ
ク
ワ
ス
ト
ヂ
ク

以
一
末
法
一
為
し
正
。
末
法
中
以
二
日
蓮
一
為
し
正
也
。
問
日
其
拠
如
何
。
答
日
況
滅
度
後
文
是
也
。
疑
云
日
蓮
為
し
正
正
文
如
何
。
答
云
有
諸
無
智
人
悪
口
罵

ハ

ナ
ク
ヒ
ル
カ
ニ
ニ
ク
シ
チ
《
又
〃

晋
等
及
加
刀
杖
者
等
云
云
。
自
讃
如
何
。
答
日
喜
余
し
身
故
難
し
堪
自
讃
也
」
（
昭
定
遺
八
一
三
頁
）

と
は
出
来
な
い
。
常
に
Ｈ
と
口
が
同
時
に
「
末
法
」
の
受
容
意
識
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
云
え
聖
人
の
時
の
受
容
意
識
の

（
薬
王
品
）

特
色
は
、
本
仏
釈
尊
が
予
言
さ
れ
た
後
五
百
歳
中
に
法
華
経
色
読
者
と
し
て
行
動
す
る
確
信
、
つ
ま
り
本
仏
の
三
ヶ
の
勅
宣
で
勧
奨
さ
れ

た
時
・
滅
後
五
百
歳
の
選
ば
れ
た
時
、
そ
の
本
仏
の
「
時
」
を
自
ら
が
選
ん
だ
と
い
う
確
信
、
そ
こ
か
ら
閻
浮
提
第
一
の
法
華
経
行
者

（
撰
時
抄
・
開
目
抄
）
と
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
此
処
に
日
蓮
聖
人
の
時
代
意
識
が
明
確
な
ラ
イ
ン
を
示
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

此
処
に
筆
者
が
喚
起
さ
れ
る
御
文
雷
が
二
篇
あ
る
。
即
ち
『
法
華
取
要
抄
』
と
『
観
心
本
尊
抄
』
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
「
法
華
取

要
抄
」
の
内
容
は
「
本
尊
抄
」
へ
の
入
門
手
引
の
書
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
法
華
取
要
抄
」
の
中
で
、
古
く
か
ら
宗
学
者
に
よ
っ
て

「
逆
読
法
華
」
の
一
文
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
箇
処
に
喚
起
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
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聖
人
の
こ
の
教
示
の
背
景
に
は
、
聖
人
自
身
の
忍
難
弘
教
の
軌
跡
の
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
確
固
と
し
て
我
々
に
教
示
さ

れ
て
い
る
。
法
華
経
は
正
に
末
法
の
機
の
済
度
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
古
来
「
凡
夫
為
正
」
・
「
末
法
正
機
」
・
「
末
法
為
正
」
と

直
裁
簡
潔
な
コ
ト
今
〈
で
表
現
さ
れ
て
い
る
末
法
克
服
の
理
念
で
あ
る
。
云
う
な
れ
ば
、
日
蓮
聖
人
の
時
代
観
、
「
時
」
の
受
容
意
識
と
は

換
言
す
れ
ば
、
聖
人
の
法
華
経
観
と
云
う
こ
と
と
同
意
で
あ
る
。
「
末
法
正
機
」
と
か
「
末
法
為
正
」
と
云
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ

ず
、
滅
後
末
法
の
我
々
を
済
度
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
、
と
承
る
法
華
経
観
で
あ
り
、
同
時
に
「
時
」
の
受
容
意
識
と
な
っ
て
い

る
。
日
蓮
聖
人
の
生
涯
の
信
念
（
末
法
受
容
の
意
識
）
は
、
薬
王
品
の
「
我
滅
度
後
五
百
歳
中
間
浮
提
広
宣
流
布
」
の
聖
文
の
通
り
に
、
そ

れ
は
我
埼
に
対
す
る
色
読
体
験
へ
の
誘
い
で
あ
る
。
聖
人
自
身
「
是
好
良
薬
・
今
留
在
此
」
の
文
そ
の
ま
ま
に
一
念
信
解
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
開
目
抄
」
に
お
い
て
「
正
法
一
千
年
、
二
千
年
す
ぎ
て
末
法
の
始
に
法
華
経
の
怨
敵
三
類
あ
る
べ
し
と
、
八
十
万

メ
上

億
那
由
佗
の
諸
菩
薩
の
定
給
し
虚
妄
と
な
る
ぺ
し
や
。
当
世
は
如
来
滅
後
二
千
二
百
余
年
な
り
。
大
地
は
指
ば
は
づ
る
と
も
、
春
は
花
は

入

さ
か
ず
と
も
、
三
類
の
敵
人
必
日
本
国
に
あ
る
べ
し
」
（
昭
定
遺
五
九
二
頁
）
と
自
己
の
確
信
を
吐
露
さ
れ
る
。
「
諫
暁
八
播
抄
」
に
は

ヌ
ル

「
今
日
蓮
は
去
建
長
五
年
癸
丑
四
月
二
十
八
日
よ
り
今
弘
安
三
年
麩
礒
十
二
月
に
い
た
る
ま
で
二
十
八
年
が
間
、
又
他
事
な
し
ｏ
只
妙
法

日
蓮
聖
人
は
「
本
尊
抄
」
に
於
て
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。

チ
フ
ス
レ
《
ヲ
ニ
テ
ワ
ス
卜
〃
ル
ワ
ハ
デ
ア
ン
邑
卜
ワ
ナ
ト
テ
ニ
ム
二

○
「
以
二
本
門
一
論
し
之
一
向
以
二
末
法
之
初
一
為
二
正
機
一
・
所
謂
一
往
見
レ
之
時
以
二
久
種
一
為
二
下
種
一
大
通
・
前
四
味
・
迩
門
為
し
熟
至
二
本
門
一
令
し
登
二
等
妙
一
・

レ
ハ
ワ

ニ
ハ

ノ

ニ
チ

ワ
ス
ト
ノ
ト

《
二

再
往
見
レ
之
不
レ
似
二
迩
門
一
。
本
門
序
正
流
通
倶
以
二
末
法
之
始
一
為
し
詮
。
在
世
本
門
末
法
之
初
一
同
純
圓
也
。
」
（
昭
定
遺
七
一
五
頁
）

ば
、
本
仏
の
絶
対
の
現
在
（
本
時
の
娑
婆
世
界
）
に
生
か
さ
れ
て
い
る
と
の
認
識
に
立
ち
、
本
仏
の
慈
悲
の
ふ
と
こ
ろ
に
摂
入
さ
れ
る
我

念
で
あ
る
。
寿
量
品
の
久
遠
本
仏
の
開
顕
、
遣
使
還
告
の
警
説
は
当
に
滅
後
末
法
の
我
奄
を
済
度
せ
ん
と
す
る
教
説
で
な
く
て
な
ん
で
あ

ろ
う
か
。
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レ
ソ

蓮
華
経
の
七
字
五
字
を
日
本
国
の
一
切
衆
生
の
口
に
入
と
は
げ
む
計
也
」
（
昭
定
遺
一
八
四
三
頁
）
と
の
べ
ら
れ
る
。
当
に
「
他
事
」
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
唯
ひ
た
す
ら
に
「
妙
法
五
字
を
日
本
国
一
切
衆
生
の
口
に
入
れ
ん
と
励
ま
れ
た
」
の
で
あ
る
。
こ
の
行
動
軌
跡
・

法
華
信
行
が
法
華
経
行
者
の
姿
で
あ
り
、
末
法
克
服
の
英
姿
で
あ
る
と
思
う
。

日
蓮
聖
人
の
文
書
に
は
「
時
」
に
言
及
し
た
箇
処
、
「
時
」
と
い
う
語
を
用
い
た
箇
処
は
多
い
。
そ
の
何
れ
も
が
法
華
経
の
弘
教
と
の

関
り
に
於
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
、
三
例
示
し
て
お
こ
う
。

ノ
ク

○
「
天
台
云
適
時
而
已
等
云
云
。
仏
法
は
時
に
よ
る
べ
し
」
（
開
目
抄
・
六
○
九
頁
）

○
「
正
法
を
修
し
て
仏
に
な
る
行
は
時
に
よ
る
べ
し
」
（
日
妙
聖
人
御
書
。
六
四
五
頁
）

プ
ス

プ

○
「
法
華
経
を
持
と
申
経
は
一
な
れ
ど
も
持
事
は
時
に
随
て
色
色
な
る
べ
し
」
（
法
蓮
紗
九
五
一
頁
）

ス
年

○
「
知
者
と
申
は
如
レ
此
時
を
知
て
法
華
経
を
弘
通
す
る
が
第
一
の
秘
事
な
り
」
（
法
蓮
紗
九
五
一
頁
）

《
し

○
「
夫
仏
法
を
学
せ
ん
法
は
必
ず
先
づ
時
を
な
ら
う
べ
し
」
（
撰
時
抄
一
○
○
三
頁
）

○
「
仏
眼
を
か
つ
て
時
機
を
か
ん
が
え
よ
」
（
撰
時
抄
一
○
○
三
頁
）

以
上
摘
出
し
た
文
醤
は
コ
ト
バ
に
よ
る
表
現
の
違
い
は
あ
っ
て
も
全
く
同
意
の
内
容
で
あ
ろ
う
。
お
し
な
べ
て
自
己
の
置
か
れ
て
い
る

「
時
」
を
見
究
め
よ
と
云
う
の
で
あ
る
。
天
台
が
「
適
時
而
己
」
と
云
っ
て
い
る
の
は
、
当
に
「
此
時
」
を
知
る
こ
と
が
弘
通
の
第
一
の

秘
事
と
心
得
え
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
日
蓮
聖
人
が
法
華
経
を
色
読
体
験
し
て
、
仏
の
未
来
記
た
る
法

華
経
を
現
証
し
た
結
果
、
い
ま
「
こ
の
時
」
こ
そ
法
華
経
流
布
の
時
と
の
確
信
、
仏
法
は
「
時
」
を
自
ら
が
選
び
と
る
な
か
で
修
す
る
こ

と
こ
そ
肝
要
な
り
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五
結
び

（94）



日
蓮
聖
人
の
時
間
論
の
特
色
は
、
聖
人
自
身
が
お
か
れ
て
い
る
時
（
末
法
）
の
認
識
、
つ
ま
り
客
観
的
実
在
と
し
て
の
「
時
」
の
認
識

も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
客
観
的
実
在
の
「
時
」
を
し
て
、
主
体
的
な
「
時
」
へ
と
受
容
す
る
意
識
に
あ
る
。
我
々
は
与
え
ら
れ
た
時

（
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
）

の
中
に
置
か
れ
て
い
る
自
己
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
時
は
実
は
我
々
の
意
志
に
よ
っ
て
「
選
び
と
っ
た
」
・
「
選
ん
だ
時
」
と
す
る
と

こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
。
当
に
「
時
」
を
選
び
択
る
と
い
う
意
志
の
自
由
性
に
意
味
が
あ
る
。

偶
々
、
末
法
時
に
生
を
受
け
た
仏
道
者
で
あ
る
と
云
う
の
で
は
な
い
。
自
己
の
出
現
に
よ
っ
て
正
法
流
布
の
「
時
」
と
な
っ
た
と
い
う

法
華
経
行
者
の
主
体
的
意
志
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
末
法
の
法
華
経
行
者
と
は
「
時
を
選
び
択
る
」
と
云
う
こ
と
で
も
あ
る
。
堪
え
に
堪

●
●

え
た
忍
難
弘
通
の
「
そ
の
時
」
に
こ
そ
、
日
蓮
聖
人
自
身
「
現
実
存
在
す
る
時
」
と
の
意
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
「
四
条
金

ノ

吾
殿
御
消
息
」
の
中
で
「
今
度
法
華
経
の
行
者
と
し
て
流
罪
死
罪
に
及
ぶ
…
…
相
模
国
の
中
に
は
片
瀬
、
片
瀬
の
中
に
は
竜
口
に
日
蓮
が

命
を
と
ど
め
を
く
事
は
法
華
経
の
御
故
な
れ
ば
寂
光
と
も
い
う
べ
き
歎
」
（
昭
定
遺
五
○
五
頁
）
と
い
う
宣
明
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

た
し
か
め

程
ま
で
に
自
己
の
実
存
を
高
唱
す
る
こ
と
は
、
当
に
「
時
」
に
生
き
た
自
己
の
自
覚
、
法
華
経
行
者
の
自
覚
で
な
く
て
何
ん
で
あ
ろ
う

か
。
現
代
の
我
々
に
対
す
る
絶
対
の
教
示
で
あ
る
。
（
昭
和
別
、
ｕ
、
躯
）

（”）


