
一
、
説
話
と
は
何
か
～
煮
豆
の
声
を
聞
く
性
空
上
人
～

　

本
日
は
説
話
に
つ
い
て
の
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
「
説
話
」
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
現
代
人

ら
し
くGoogle

で
「
説
話
」
と
検
索
し
て
み
ま
す
と
、
そ
の
上
位
に
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

人
々
の
間
に
語
り
伝
え
ら
れ
た
話
で
、
神
話・
伝
説・
民
話
な
ど
の
総
称
（
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
）

　

確
か
に
、
こ
の
説
明
で
大
体
合
っ
て
い
ま
す
。
と
に
か
く
神
話
で
も
伝
説
で
も
民
話
で
も
な
ん
で
も
、
巷
で
語
ら
れ
て
い
る
物
語
を
取

り
あ
え
ず
呼
称
し
た
も
の
、
そ
れ
が
「
説
話
」
で
す
。
そ
の
中
で
も
特
に
仏
教
に
関
連
す
る
も
の
を
「
仏
教
説
話
」
と
言
う
わ
け
で
す
が
、

定
義
と
し
て
は
ず
い
ぶ
ん
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
例
を
一
つ
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

身
延
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書
寫
の
上
人
は
、
法
華
讀
誦
の
功
積
り
て
、
六
根
淨
に
か
な
へ
る
人
な
り
け
り
。
旅
の
假
屋
に
立
ち
入
ら
れ
け
る
に
、
豆
の
殻
を
焚

き
て
豆
を
煮
け
る
音
の
、
つ
ぶ
つ
ぶ
と
鳴
る
を
聞
き
た
ま
ひ
け
れ
ば
、「
疎
か
ら
ぬ
己
等
し
も
、
う
ら
め
し
く
我
を
ば
煮
て
、
辛
き
目

を
見
す
る
も
の
か
な
。」
と
い
ひ
け
り
。
焚
か
る
る
豆
が
ら
の
は
ら
は
ら
は
ら
と
鳴
る
音
は
、「
わ
が
心
よ
り
す
る
事
か
は
。
燒
か
る
ゝ

は
い
か
ば
か
り
堪
へ
が
た
け
れ
ど
も
、
力
な
き
こ
と
な
り
。
か
く
な
恨
み
給
ひ
そ
。」
と
ぞ
聞
え
け
る
。（『
新
大
系
』
一
四
七
頁
）

　

こ
れ
は
、
我
々
に
も
馴
染
み
深
い
古
典
で
あ
る
吉
田
兼
好
『
徒
然
草
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
説
話
で
す
（
第
六
九
段
）。「
書
写
の
上
人
」

と
は
、
書
写
山
性
空
上
人
（
九
一
〇
―
一
〇
〇
七
）。
書
写
山
円
教
寺
（
兵
庫
県
）
を
建
立
し
た
、
平
安
時
代
を
代
表
す
る
『
法
華
経
』
持

経
者
で
す
。
彼
は
実
に
多
数
の
伝
説
を
残
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
こ
れ
は
最
も
不
可
解
な
も
の
で
し
ょ
う
。

　

あ
る
時
、
性
空
上
人
は
旅
先
の
宿
に
お
り
ま
し
た
。
そ
の
宿
で
は
丁
度
、
豆
殻
を
燃
や
し
て
火
を
起
こ
し
、
そ
こ
に
鍋
を
く
べ
て
豆
を

煮
て
お
り
ま
し
た
。
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
聴
覚
を
持
つ
性
空
上
人
に
は
、
豆
が
煮
立
つ
音
は
「
な
あ
豆
殻
よ
、
お
前
は
以
前
お
れ
と
一
緒
に

い
た
仲
な
の
に
、
今
で
は
お
れ
を
煮
立
て
て
苦
し
め
て
い
る
な
ん
て
」
と
の
恨
み
言
、
豆
殻
が
焼
け
る
音
は
「
好
き
で
こ
う
し
て
い
る
わ

け
じ
ゃ
な
い
。
お
れ
だ
っ
て
焼
か
れ
て
苦
し
い
ん
だ
。
恨
ま
な
い
で
く
れ
よ
」
と
い
う
返
事
に
聞
こ
え
た
と
。

　

…
…
こ
の
話
は
一
体
何
な
の
で
し
ょ
う
。『
法
華
経
』
修
行
者
と
し
て
名
高
い
性
空
上
人
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
一
応
は
「
仏
教
説

話
」
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
何
の
有
り
難
み
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
一
方
で
は
、
深
読
み
す
れ
ば
い
く
ら
で
も
深
読
み
出

来
て
し
ま
い
そ
う
で
も
あ
り
ま
す
。
さ
な
が
ら
禅
問
答
の
よ
う
な
、
飄
々
と
し
た
諧
謔
に
満
ち
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
こ
の
話
に
は
中
国
に
元
ネ
タ
が
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
魏
の
初
代
皇
帝・

曹
丕
と
、
そ
の
弟
で
あ
る
詩
人・

曹
植
を
巡
る
故

事
で
、
宋
代
の
説
話
集
『
世
説
新
語
』
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
（
古
注
釈
『
徒
然
草
寿
命
院
抄
』
参
照
）。
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曹
丕
と
曹
植
は
、
後
継
争
い
の
せ
い
で
不
仲
で
し
た
。
あ
る
時
、
曹
丕
は
曹
植
に
「
七
歩
歩
く
間
に
詩
を
詠
ん
で
み
ろ
、
出
来
な
か
っ

た
ら
処
刑
す
る
」
と
無
理
難
題
を
言
い
つ
け
ま
し
た
。
す
る
と
曹
植
は
「
豆
殻
を
焚
き
、
豆
を
煮
る
。
豆
は
鍋
の
中
で
泣
い
て
い
る
。
豆

殻
と
私
と
は
同
じ
根
か
ら
生
ま
れ
、
一
体
だ
っ
た
の
に
」
と
い
う
詩
を
即
座
に
詠
み
、
血
を
分
け
た
兄
の
非
道
さ
を
な
じ
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
曹
丕
は
深
く
恥
じ
入
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

こ
の
話
は
海
を
渡
っ
て
中
国
か
ら
日
本
へ
と
伝
わ
り
、
い
つ
の
間
に
か
性
空
上
人
の
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
一
体
ど
う
い

う
経
緯
が
あ
っ
た
の
か
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん（
１
）。

　

こ
の
よ
う
に
掴
み
所
の
な
い
、
し
か
し
人
の
心
を
ひ
き
つ
け
る
話
が
、
海
を
ま
た
い
で
語
り
継
が
れ
、
書
き
継
が
れ
…
…
そ
し
て
語
り

手・

書
き
手
は
「
こ
れ
は
私
の
勝
手
な
作
り
話
で
は
な
く
、
人
か
ら
聞
い
た
話
な
ん
だ
よ
」
と
い
う
顔
を
し
て
、
意
図
し
て
か
、
そ
れ
と

も
し
な
い
ま
ま
か
、
尾
ひ
れ
を
つ
け
た
り
省
略
し
た
り
、
さ
り
げ
な
く
自
分
の
思
い
を
託
し
た
り
し
つ
つ
、
新
し
い
話
と
し
て
語
っ
て
し

ま
う
…
…
そ
れ
が
所
謂
「
説
話
」
な
の
で
す
。
そ
ん
な
説
話
が
持
つ
、
い
い
加
減
さ
、
豊
か
さ
、
面
白
さ
を
、
今
日
は
お
話
し
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

二
、
お
経
の
中
の
説
話
～
菩
薩
た
ち
の
物
語
～

　

さ
て
仏
教
に
関
係
す
る
説
話
、
つ
ま
り
「
仏
教
説
話
」
は
膨
大
に
存
在
し
ま
す
が
、
そ
の
発
生
は
菩
薩
信
仰
の
高
ま
り
と
パ
ラ
レ
ル
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

仏
教
の
開
祖
で
あ
る
釈
尊
は
死
後
に
ど
ん
ど
ん
神
格
化
さ
れ
て
い
き
、
そ
の
偉
大
さ
は
今
生
の
み
な
ら
ず
、
過
去
世
に
お
い
て
「
菩
薩
」

と
し
て
修
行
し
て
い
た
功
徳
が
加
算
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
釈
尊
の
前
世
物
語
（
菩
薩
時
代
の
物
語
）
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が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
所
謂
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
で
、
初
期
仏
教
教
団
が
伝
え
た
仏
教
説
話
で
す
。

　

一
方
、
そ
の
後
に
興
っ
た
大
乗
仏
教
で
は
、
菩
薩
を
「
釈
尊
の
前
身
」
に
限
定
す
る
の
で
な
く
、
我
々
が
目
指
す
べ
き
ロ
ー
ル
モ
デ
ル

と
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
大
乗
仏
教
の
経
典
で
は
、
修
行
者
の
理
想
像
と
し
て
多
く
の
菩
薩
の
説
話
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
う
し
て
、
初
期
仏
教
と
大
乗
仏
教
の
双
方
と
も
、
菩
薩
信
仰
の
広
が
り
に
伴
っ
て
多
く
の
仏
教
説
話
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
の
で
す
。

　

ま
ず
は
初
期
仏
教
の
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う（
２
）。
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
は
釈
尊
の
前
世
物
語
で
、
以
下
の
形
式
を
持
っ
た
説
話

の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

①
現
在
世
物
語
（
導
入
部
。
こ
れ
か
ら
過
去
世
物
語
を
説
く
由
来
）

②
過
去
世
物
語
（
釈
尊
の
前
世
＝
菩
薩
時
代
の
物
語
）

③
結
び
（
②
の
登
場
人
物
が
現
在
の
誰
に
当
た
る
か
を
明
か
す
）

　

パ
ー
リ
仏
典
の
小
部
に
は
、
こ
う
し
た
形
式
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
が
五
四
七
話
も
集
成
さ
れ
て
い
ま
す
（
パ
ー
リ・

ジ
ャ
ー
タ
カ
）。
そ
の
内

容
は
多
彩
で
、
イ
ン
ド
二
大
叙
事
詩
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
や
、『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』、『
千
一
夜
物
語
』
の
よ
う
な
仏

教
で
は
な
い
文
学
に
も
共
通
す
る
説
話
を
含
ん
で
い
ま
す
。
な
お
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
、
既
存
の
伝
説
を
素
材
と
し
て
創
作
さ
れ
た
ら
し
く
、

そ
こ
に
は
民
衆
文
芸
と
仏
教
と
の
折
衷
、
格
闘
、
ぶ
つ
か
り
あ
い
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
結
果
な
の
で
し
ょ
う
か
、
不
思
議
な
話
も
チ
ラ

ホ
ラ
見
ら
れ
ま
す
。

　

一
例
と
し
て
、
パ
ー
リ・

ジ
ャ
ー
タ
カ
の
第
七
八
話
「
イ
ッ
リ
ー
サ
前
生
物
語
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
話
は
他
の
注
釈
書
（『
ダ
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ン
マ
パ
ダ・

ア
ッ
タ
カ
タ
ー
』）
に
も
引
か
れ
て
い
る（
３
）人
気
作
で
す
が
、
前
述
の
形
式
の
①
②
③
に
当
て
は
め
つ
つ
、
粗
筋
を
紹
介
し
ま
す

と
…
…①	

と
あ
る
ケ
チ
な
豪
商
が
妻
に
饅
頭
を
作
ら
せ
、
こ
っ
そ
り
一
人
で
食
べ
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
を
見
通
し
た
釈
尊
は
、
自
分
と
僧
団

に
饅
頭
を
布
施
さ
せ
よ
う
と
目
論
み
、
目
連
を
派
遣
。
目
連
は
神
通
力
に
よ
っ
て
豪
商
を
翻
弄
し
、
豪
商
は
仕
方
な
く
僧
団
全
員

に
饅
頭
を
振
る
舞
う
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
、
そ
の
出
来
事
の
因
縁
が
語
ら
れ
る
。

②	

昔
、
イ
ッ
リ
ー
サ
と
い
う
名
の
ケ
チ
な
金
持
ち
が
い
た
。
あ
る
時
、
イ
ッ
リ
ー
サ
が
酒
を
密
造
し
て
一
人
で
飲
ん
で
い
る
の
を
目

撃
し
た
帝
釈
天
は
、
彼
を
改
心
さ
す
べ
く
、
彼
の
姿
に
化
け
て
そ
の
財
産
を
次
々
と
人
々
に
布
施
し
始
め
た
。
驚
い
た
イ
ッ
リ
ー

サ
は
止
め
よ
う
と
す
る
が
、
誰
も
本
物
の
イ
ッ
リ
ー
サ
と
帝
釈
天
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
。
そ
こ
で
イ
ッ
リ
ー
サ
は
お
抱
え
の
床

屋
を
呼
び
つ
け
る
。
実
は
イ
ッ
リ
ー
サ
は
頭
に
デ
キ
モ
ノ
が
あ
り
、
そ
れ
は
床
屋
し
か
知
ら
な
い
の
だ
っ
た
。
し
か
し
帝
釈
天
も

神
通
力
で
デ
キ
モ
ノ
を
現
じ
た
の
で
、
床
屋
も
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
万
事
休
す
に
な
っ
た
イ
ッ
リ
ー
サ
に
、
帝
釈

天
は
正
体
を
現
し
て
訓
戒
し
、
と
う
と
う
改
心
さ
せ
た
。

③
イ
ッ
リ
ー
サ
は
豪
商
、
帝
釈
天
は
目
連
、
床
屋
は
釈
尊
の
前
世
だ
っ
た
。

　

ご
覧
に
な
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
話
で
は
意
外
な
ほ
ど
、
釈
尊
が
活
躍
し
て
い
ま
せ
ん
ね
。
そ
も
そ
も
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
、
釈
尊
の

菩
薩
時
代
を
語
っ
て
そ
の
偉
大
さ
を
示
す
説
話
で
あ
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
本
話
に
お
け
る
釈
尊
（
の
前
世
）
は
菩
薩
と
は
言
え
ず
、
そ

の
偉
大
さ
も
見
え
て
き
ま
せ
ん
。
自
由
奔
放
な
面
白
話
に
、
無
理
や
り
種
明
か
し
を
く
っ
つ
け
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
だ
が
、
そ
こ
が
逆
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に
面
白
く
、
説
話
「
ら
し
い
」
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
多
く
は
、
そ
の
後
に
昔
話
と
し
て
民
間
に
広
ま
り
、
は
た
ま
た
歌
舞
伎
の
素
材
と
な
る
な
ど
、
広
く
人
口
に

膾
炙
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
民
衆
文
芸
と
関
わ
り
の
深
い
中
で
生
ま
れ
た
ジ
ャ
ー
タ
カ
が
、
仏
教
説
話
と
し
て
流
布
し
て
い
く

う
ち
、
再
び
民
衆
文
芸
へ
と
戻
っ
て
い
っ
た
現
象
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

以
上
、
初
期
仏
典
に
見
ら
れ
る
説
話
の
様
相
を
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
を
一
例
と
し
て
見
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
語
り
は
大

乗
仏
教
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
、
新
し
い
意
義
づ
け
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
こ
こ
か
ら
、
大
乗
仏
典
に
見
ら
れ
る
説

話
の
う
ち
、
そ
の
代
表
格
と
も
い
う
べ
き
二
例
、『
金
光
明
経
』
収
載
の
「
捨
身
飼
虎
」
と
『
大
乗
涅
槃
経
』
収
載
の
「
施
身
聞
偈
」
と
い

う
物
語
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
二
つ
の
説
話
は
と
も
に
、
法
隆
寺
に
伝
わ
る
玉
虫
厨
子
の
壁
面
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
有
名

で
す
。

　

ま
ず
『
金
光
明
経
』
の
「
捨
身
飼
虎
」
説
話
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

…
…
太
古
の
昔
、
三
人
の
王
子
が
暮
ら
し
て
い
た
。
あ
る
時
彼
ら
は
林
の
中
で
、
飢
え
た
虎
の
親
子
を
見
つ
け
た
。
三
男
は
、
竹
で

首
を
突
き
刺
し
て
流
血
し
、
高
い
山
の
上
か
ら
虎
た
ち
の
眼
前
に
投
身
し
、
そ
の
体
を
食
べ
さ
せ
た
。
三
男
は
生
ま
れ
変
わ
っ
て
釈

尊
と
な
っ
た
…
…
。

　

こ
の
説
話
は
捨
身
品
第
十
七
に
お
い
て
、
同
経
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
し
て
披
露
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
構
成
の
理
由
は
、
同
経
の
冒
頭

部
で
あ
る
寿
量
品
第
二
を
見
る
と
明
確
に
な
り
ま
す
。
寿
量
品
第
二
で
は
そ
の
題
名
が
示
唆
す
る
通
り
、
仏
（
釈
尊
）
の
寿
命
が
量
り
知
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れ
な
い
永
遠
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
最
重
要
の
教
理
が
説
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
同
品
は
、
釈
尊
が
永
遠
の
寿
命
を
獲
得
し
た
要
因
は
、「
不

殺
」（
殺
さ
な
い
）
と
「
施
食
」（
食
べ
物
を
与
え
る
）
と
い
う
二
つ
の
行
を
お
こ
な
っ
た
功
徳
に
よ
る
も
の
だ
と
説
い
て
い
ま
す
（「
如
佛

所
説
有
二
因
縁
壽
命
得
長
。
何
等
爲
二
。
一
者
不
殺
。
二
者
施
食
。」『
大
正
』
一
六・

三
三
五
下
、
二
〇
―
二
一
行
）。

　

で
は
具
体
的
に
、
釈
尊
は
ど
の
よ
う
に
「
不
殺
」
と
「
施
食
」
を
行
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
明
か
す
の
が
、
捨
身
品
第
十
七
に

お
け
る
「
捨
身
飼
虎
」
の
説
話
で
あ
る
わ
け
で
す
。
釈
尊
は
過
去
に
飢
え
た
虎
を
救
う
た
め
、
他
の
動
物
等
の
血
肉
を
餌
と
し
て
与
え
る

こ
と
な
く
（
＝
不
殺
）、
自
分
の
肉
体
を
食
べ
さ
せ
た
（
＝
施
食
）。
寿
量
品
第
二
で
明
か
さ
れ
た
釈
尊
の
永
遠
性
は
、
こ
う
や
っ
て
獲
得

さ
れ
た
の
だ
よ
、
と
。

　

こ
の
よ
う
に
『
金
光
明
経
』
で
は
、
そ
の
最
重
要
教
理
（
如
来
の
永
遠
性
）
の
「
種
明
か
し
」
を
、
説
話
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
同
経
の
作
者
た
ち
が
、
い
か
に
説
話
を
重
視
し
て
い
た
か
が
伺
い
知
れ
る
で
し
ょ
う
。

　

続
い
て
、『
大
乗
涅
槃
経
』
に
見
ら
れ
る
「
施
身
聞
偈
」
の
説
話
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

…
…
雪
山
で
法
を
求
め
修
行
し
て
い
た
童
子
の
前
に
羅
刹
が
現
れ
、「
諸
行
無
常　

是
生
滅
法
」
と
い
う
偈
を
教
え
た
。
そ
し
て
羅
刹

は
「
こ
の
偈
の
続
き
は
、
そ
の
身
体
を
布
施
し
て
く
れ
た
ら
教
え
よ
う
」
と
童
子
に
持
ち
か
け
た
。
童
子
は
こ
れ
を
承
諾
し
、
後
半

「
生
滅
滅
已　

寂
滅
爲
樂
」
を
聞
い
た
。
童
子
は
こ
の
偈
を
石・
壁・

樹・

道
に
書
き
つ
け
る
と
、
木
の
上
か
ら
羅
刹
に
向
か
っ
て
身

を
投
げ
た
。
す
る
と
羅
刹
は
正
体
（
帝
釈
天
）
を
現
し
て
童
子
を
助
け
た
。
こ
の
童
子
が
生
ま
れ
変
わ
り
、
釈
尊
と
な
っ
た
…
…
。

　

こ
れ
が
「
施
身
聞
偈
」
の
説
話
で
す
。
実
は
こ
の
説
話
は
大
変
有
名
で
、
類
話
は
他
の
経
典
や
仏
伝
に
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
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偈
を
「
書
き
つ
け
た
」
と
い
う
挿
話
が
見
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
『
大
乗
涅
槃
経
』
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
み
と
な
っ
て
い
ま
す（
４
）。

　

代
表
的
な
大
乗
仏
典
で
あ
り
、
大
乗
と
は
何
か
を
追
求
し
た
経
典
で
あ
る
『
大
乗
涅
槃
経
』
…
…
そ
こ
に
収
め
ら
れ
て
い
る
バ
ー
ジ
ョ

ン
の
「
施
身
聞
偈
」
説
話
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
、「
書
き
つ
け
る
」
と
い
う
挿
話
に
あ
る
こ
と
は
、
大
い
に
注
目
す
べ
き
点
で
す
。
こ
れ

は
、
大
乗
仏
教
で
重
視
さ
れ
る
写
経
の
功
徳
を
見
事
に
示
し
て
お
り
、
ま
た
、
口
承
を
重
ん
じ
る
初
期
仏
教
に
対
し
大
乗
仏
教
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
が
「
書
き
つ
け
る
」
こ
と
（
書
記
）
に
あ
っ
た
こ
と
を
も
暗
示
し
て
い
ま
す（
５
）。
そ
し
て
更
に
、
こ
の
「
口
伝
え
か
ら
書
記
へ
」

と
い
う
転
換
は
、
説
話
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
考
え
る
上
で
も
、
多
く
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

　

説
話
は
巷
で
語
ら
れ
て
い
る
話
、
つ
ま
り
本
来
は
口
承
文
芸
な
の
で
す
が
、
こ
れ
が
筆
録
さ
れ
る
こ
と
で
「
説
話
文
学
」
と
い
う
書
承

の
文
芸
に
な
る
わ
け
で
す
。
説
話
文
学
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
益
田
勝
実
氏
は
、
そ
の
定
義
を
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
ま
す
。

説
話
文
学
は
説
話
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
…
…
一
口
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
口
承
の
文
学
で
あ
る
説
話
と
文
字
の
文
学
と
の
出
会
い
の

文
学
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
点
を
持
つ
二
つ
の
文
学
の
方
法
が
、
助
け
あ
っ
た
り
、
た
た
か
い
あ
っ
た
り
し
て
で
き
る
、
文

字
に
よ
る
文
学
の
特
別
な
一
領
域
で
あ
る
。（
益
田
［
二
〇
〇
六
］
四
七
頁
）

　
「
口
承
」
と
「
文
字
」
と
が
、
助
け
合
い
、
戦
い
あ
っ
て
生
ま
れ
た
、
新
し
い
文
学
…
…
そ
れ
が
「
説
話
文
学
」
だ
と
言
う
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
そ
ん
な
「
説
話
文
学
」
を
生
み
出
す
こ
と
を
一
生
の
仕
事
と
し
た
人
物
に
つ
い
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
舞
台
を
日
本

に
移
し
、
鎮
源
と
い
う
平
安
時
代
の
天
台
僧
を
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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三
、
鎮
源
『
法
華
験
記
』
の
視
座

　

鎮
源
（
生
没
年
不
詳
）
は
比
叡
山
の
首
楞
厳
院
に
住
し
て
い
た
僧
侶
で
、
平
安
時
代
の
長
久
年
間
（
一
〇
四
〇
―
一
〇
四
四
）
に
『
法

華
験
記
』（
全
三
巻
、
一
二
九
話
）
を
編
纂
し
ま
す
。
同
書
は
題
名
の
通
り
『
法
華
経
』
の
霊
験
ま
つ
わ
る
説
話
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、

日
本
の
仏
教
説
話
の
歴
史
に
お
い
て
エ
ポ
ッ
ク・

メ
イ
キ
ン
グ
と
も
言
え
る
作
品
で
す
。
そ
の
序
文
に
お
い
て
鎮
源
は
、
次
の
よ
う
に
高

ら
か
に
宣
言
し
て
い
ま
す
。

往
古
の
童
子
は
半
偈
を
雪
嶺
の
樹
石
に
銘
し
…
…
粗
、
見
聞
を
緝
め
、
録
し
て
三
巻
と
為
せ
り
。（『
日
思
』
四
四
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
鎮
源
は
、「
往
古
の
童
子
は
半
偈
を
雪
嶺
の
樹
石
に
銘
し
」
と
し
て
、
前
述
の
雪
山
童
子
の
捨
身
行
を
自
分
の
説
話
集
編
纂

の
「
先
例
」
と
し
て
挙
げ
て
い
ま
す
。
や
や
大
げ
さ
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
鎮
源
に
と
っ
て
説
話
を
集
め
筆
記
し
「
説
話
文

学
」
を
生
み
出
す
こ
と
は
、
ま
さ
に
不
惜
身
命
の
求
法
と
比
せ
ら
れ
る
営
為
だ
っ
た
の
で
す（
６
）。

　

し
か
も
鎮
源
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
ら
作
中
の
主
人
公
と
な
っ
て
、
自
身
の
編
集
作
業
を
「
説
話
」
化
し
て
さ
え
い
ま
す
。
本
書

第
二
話
は
東
大
寺
の
大
仏
建
立
の
立
役
者
と
し
て
知
ら
れ
る
行
基
（
六
六
八
―
七
四
九
）
の
伝
記
で
す
が
、
そ
こ
に
鎮
源
は
こ
ん
な
注
記

を
付
け
加
え
て
い
ま
す
。

抑
も
此
の
験
記
に
、
行
基
菩
薩
を
入
れ
ざ
り
き
…
…
然
れ
ど
も
夢
に
宿
老
有
り
。
襴
衫
の
姿
に
て
此
の
験
記
を
取
り
て
、
外
従
り
奥
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に
至
る
ま
で
両
三
反
被
見
し
、
畢
へ
て
言
を
作
さ
く
、
行
基
菩
薩
は
日
本
第
一
の
法
花
持
者
な
り
。
…
…
此
の
夢
告
に
驚
き
て
後
、

之
を
入
れ
奉
る
所
な
り
。（『
日
思
』
五
三
―
五
四
頁
）

　

元
々
、
こ
の
『
法
華
験
記
』
に
は
行
基
伝
を
入
れ
る
予
定
が
な
か
っ
た
の
だ
が
、
夢
に
不
思
議
な
老
人
が
現
れ
て
本
書
を
読
み
、「
行
基

の
伝
記
を
追
加
し
な
さ
い
」
と
注
文
を
付
け
た
の
で
、
収
録
す
る
こ
と
に
し
た
の
だ
…
…
と
。

　
「
尊
格・

霊
的
存
在
が
夢
告
で
因
縁
を
伝
え
る
」
と
い
う
形
式
の
霊
験
譚
は
、
鎮
源
が
多
く
収
集
し
同
書
に
収
録
し
て
い
る
も
の
で
す
。

そ
の
形
式
を
借
り
て
、
鎮
源
は
自
身
を
主
人
公
と
し
て
、
自
身
の
説
話
編
集
作
業
を
神
秘
的
な
啓
示
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
新
作
の
「
説

話
」
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
す（
７
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
説
話
へ
の
熱
意
と
愛
着
に
溢
れ
つ
つ
編
纂
さ
れ
て
い
っ
た
『
法
華
験
記
』
に
は
、
実
に
多
彩
な
『
法
華
経
』
功
徳
譚
が

収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
特
に
有
名
な
の
は
動
物
の
救
済
譚
が
多
い
こ
と
で
、
蛇
（
第
一
二
九
話
他
）、
ミ
ミ
ズ
（
第
三
〇
話
）、
キ
リ
ギ
リ

ス
（
第
八
九
話
）、
紙
魚
（
第
七
八
話
）、
牛
（
第
一
〇
六
話
他
）、
鼠
（
第
一
二
五
話
）、
猿
（
第
一
二
六
話
）、
狐
（
第
一
二
七
話
）
な

ど
、
様
々
な
生
き
物
が
『
法
華
経
』
の
霊
験
に
浴
す
る
様
が
活
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
『
法
華
験
記
』
は
、
機
根
が
劣
っ
て
い
た
り
悪
か
っ
た
り
す
る
者
に
到
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
も
た
ら
さ
れ
る
『
法

華
経
』
の
功
徳
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ
の
姿
勢
は
、
各
巻
末
に
（
ま
る
で
エ
ン
デ
ィ
ン
グ・

テ
ー
マ
の
よ
う
に
）
付
さ
れ
て
い
る
詩
（
偈
）

の
一
節
に
「
見
る
者
も
聞
く
者
も
、
讃
え
る
者
も
謗
る
者
も
、
等
し
く
成
仏
す
る
」（「
見
聞
讃
謗
斉
成
仏
」『
日
思
』
五
二
九
頁
下・

五
四

六
頁
上・

五
六
九
頁
上
）
と
端
的
に
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
信
者
だ
け
で
な
く
、
不
信
心
の
者
に
も
功
徳
が
及
ぶ
と
言
う
の
で
す
か
ら
、『
法

華
験
記
』
は
本
当
に
幅
広
い
救
済
を
志
向
し
て
い
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
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四
、『
法
華
伝
記
』
と
日
蓮
聖
人

　

と
こ
ろ
で
こ
の
「
見
聞
讃
謗
斉
成
仏
」
と
い
う
詩
節
は
、
本
書
に
先
行
す
る
中
国
唐
代
の
法
華
説
話
集
『
法
華
伝
記
』（
僧
祥
撰
）
に
、

そ
の
典
拠
を
持
つ
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
（
市
岡
［
二
〇
一
三
］）。

乃
至
見
聞
讃
毀
者　

順
逆
倶
証
無
生
忍
（『
大
正
』
五
二・

四
八
下
、
一
二
行
）

　

見
る
者
も
聞
く
者
も
、
讃
え
る
者
も
毀
す
る
者
も
、
順
縁
（
順
当
な
縁
）・

逆
縁
（
順
当
で
は
な
い
縁
）
と
も
に
最
高
の
悟
り
を
得
る

…
…
。
こ
う
し
た
「『
法
華
経
』
は
、
そ
の
誹
謗
者
ま
で
を
も
救
済
す
る
」
と
い
う
『
法
華
伝
記
』
の
視
座（
８
）は
、
前
述
し
た
『
法
華
験
記
』

に
継
承
さ
れ
た
他
、
更
に
は
日
蓮
聖
人
の
仏
教
の
中
心
と
も
な
り
ま
し
た
。
日
蓮
聖
人
は
『
法
華
経
』
へ
の
誹
謗
（
謗
法
）
を
堕
地
獄
に

値
す
る
重
罪
と
し
て
厳
し
く
弾
劾
し
ま
す
が
、
そ
の
謗
法
す
ら
「
逆
縁
」
と
な
り
、
仏
道
に
入
り
仏
果
を
得
る
遠
因
と
説
い
て
い
ま
す（
９
）。

　

こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
日
蓮
聖
人
が
『
法
華
伝
記
』
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
事
実
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
そ
の
著
作
『
法
蓮
抄
』
に
『
法

華
伝
記
』
巻
八
の
説
話
（
書
寫
救
苦
第
十
之
二
の
六
「
李
遺
龍
」）
を
引
用
し
て
お
り
、「
此
状
は
漢
土
の
法
華
伝
記
に
候
。」（『
定
遺
』
九

四
九
頁
）
と
出
典
を
明
記
し
て
い
ま
す
。
同
話
は
、
反
仏
教
者
（
熱
心
な
道
教
の
信
者
）
だ
っ
た
亡
父
に
背
い
て
『
法
華
経
』
各
品
の
題

名
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
書
家
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
亡
父
の
霊
を
救
う
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
物
語
で
、
逆
縁
た
る
謗
法
者
の
救
済
、
そ

し
て
題
目
の
功
徳
を
生
き
生
き
と
説
い
た
説
話
で
す
。
日
蓮
聖
人
が
引
用
す
る
の
も
、
さ
も
あ
り
な
ん
と
い
う
内
容
で
し
ょ
う
。

　

更
に
着
目
す
べ
き
は
、『
法
華
伝
記
』
に
は
唱
題
（
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
題
目
を
お
唱
え
す
る
行
）
の
功
徳
を
説
い
た
説
話
が
含
ま
れ
て
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い
る
こ
と
で
す
。
唱
題
は
言
う
ま
で
も
な
く
日
蓮
仏
教
の
中
心
で
あ
り
、
し
か
も
日
蓮
聖
人
以
前
に
は
若
干
の
例
外
を
除
い
て
、
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
行
で
し
た
）
（1
（

。
そ
の
数
少
な
い
例
外
の
一
つ
が
、
こ
の
『
法
華
伝
記
』
な
の
で
す
。

　

で
は
こ
こ
で
、『
法
華
伝
記
』
中
の
唱
題
功
徳
譚
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
宋
法
華
臺
沙
彌
」
巻
五
、
諷
誦
勝
利
第
八
之
三
の
十
九

と
あ
る
愚
か
な
沙
弥
が
い
た
。
彼
は
経
を
一
夏
か
け
て
も
三
行
程
度
し
か
覚
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
悲
し
み
に
く
れ
た
沙
弥
は
高
い
崖

か
ら
身
を
投
げ
自
殺
し
た
。
先
業
に
よ
っ
て
鑊
湯
地
獄
に
堕
ち
た
彼
は
、
獄
卒
が
罪
人
を
責
め
て
い
る
姿
を
見
て
、
思
わ
ず
『
法
華

経
』
の
題
目
を
唱
え
た
。
す
る
と
罪
人
た
ち
全
員
は
蓮
華
に
座
し
、
地
獄
は
涼
し
い
池
に
変
貌
し
た
。
沙
弥
は
生
き
返
り
、
こ
の
こ

と
を
人
々
に
語
り
伝
え
た
。

「
潯
陽
湖
海
女
」
巻
九
、
聽
聞
利
益
第
十
一
の
十
一

魚
屋
の
老
女
が
死
後
、
閻
魔
の
裁
き
を
受
け
る
。
生
前
の
善
行
を
問
わ
れ
た
老
女
は
、
あ
る
時
大
雨
で
足
止
め
さ
れ
た
折
に
た
ま
た

ま
『
法
華
経
』
の
講
説
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
答
え
る
。
こ
の
功
徳
が
認
め
ら
れ
赦
免
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
に
漁

師
た
ち
が
（
殺
生
の
罪
に
よ
り
）
地
獄
の
責
め
苦
に
遭
っ
て
い
る
様
子
を
見
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
老
女
は
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と

声
を
上
げ
て
唱
え
た
と
こ
ろ
、
た
ち
ま
ち
彼
ら
は
消
え
失
せ
た
。
閻
魔
が
言
う
こ
と
に
は
、
罪
人
た
ち
の
罪
は
消
え
、
昇
天
し
て
し

ま
っ
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
や
が
て
老
女
は
生
き
返
り
、
こ
の
こ
と
を
人
々
に
語
り
伝
え
た
。
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こ
れ
ら
両
話
の
共
通
点
は
、
唱
題
を
①
愚
者・

劣
機
が
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
②
他
者
に
功
徳
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
点

で
す
。

　

ま
さ
に
こ
の
二
点
が
、
日
蓮
聖
人
に
よ
る
唱
題
信
仰
…
…
末
代
の
凡
夫
に
最
適
の
行
と
し
て
唱
題
を
勧
め
る
姿
勢
、
そ
し
て
、
自
利
利

他
と
も
の
救
済
を
目
指
す
宗
教
的
理
想
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
難
解
な
教
理
書
だ
け
で
な
く
、
平
易
な
説
話
文

献
の
中
に
、
日
蓮
聖
人
が
唱
題
信
仰
を
確
立
す
る
上
で
の
「
核
」
と
な
っ
た
要
素
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
…
…
そ
の
よ
う
に

私
は
考
え
て
い
ま
す
。

五
、
ま
と
め

　

以
上
、
駆
け
足
で
し
た
が
、「
説
話
」
と
は
何
か
、
特
に
仏
教
に
お
い
て
説
話
が
ど
の
よ
う
な
意
味
や
働
き
を
持
っ
て
い
た
か
に
つ
い

て
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に
見
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

今
日
の
話
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
は
、「
深
遠
な
教
理
論・

宗
教
哲
学
だ
け
で
仏
教
を
は
か
る
と
、
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し

ま
う
も
の
が
出
て
く
る
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、「
そ
れ
を
す
く
い
と
っ
て
い
る
の
が
仏
教
説
話
」
と
い
う
事
実
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
だ
か
ら
こ
そ
仏
教
説
話
は
、
か
よ
う
に
豊
潤
な
世
界
を
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
世
界
の
一
端
に
触
れ
て
頂
け
た
な
ら
ば
、

幸
い
で
す
。

　

ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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〈
注
〉

（
１
）	

稲
田
［
二
〇
〇
五
］
八
頁
下
参
照
。

（
２
）	
本
稿
に
お
け
る
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
基
本
的
説
明
は
拙
稿
、
岡
田
［
二
〇
一
四
］
を
下
敷
き
と
し
た
。

（
３
）	
田
辺・

中
村
［
一
九
八
七
］
訳
注
（
三
六
九
頁
上
）
参
照
。

（
４
）	

岡
田
［
二
〇
一
五
］
参
照
。

（
５
）	

大
乗
に
お
け
る
書
記
の
意
義
に
つ
い
て
は
下
田
［
二
〇
一
一
］
参
照
。

（
６
）	

岡
田
［
二
〇
一
六
］
参
照
。

（
７
）	

岡
田
［
二
〇
一
七
］
参
照
。

（
８
）	

な
お
同
書
に
は
、
そ
の
具
体
例
を
示
す
説
話
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
説
話
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
あ
る
婦
人
が
『
法
華
経
』
の
経
巻
を
踏

み
つ
け
て
地
獄
に
堕
ち
た
が
、
そ
の
踏
み
つ
け
た
足
に
金
色
の
経
文
が
現
れ
、
そ
れ
を
見
た
閻
魔
大
王
が
喜
ん
で
放
免
し
た
と
い
う
…
…
（「
唐

襄
州
優
婆
塞
後
妻
」
巻
九
聽
聞
利
益
第
十
一
の
二
十
二
）。
日
蓮
遺
文
『
上
野
殿
御
返
事
』（
真
蹟・

直
弟
写
本
無
し
）
に
類
話
が
引
か
れ
て
い

る
（『
定
遺
』
一
六
三
三
頁
、
渡
邊
［
一
九
三
三
］
二
六
六
頁
参
照
）。

（
９
）	「
あ
わ
れ
な
る
か
な
や
、
な
げ
か
し
き
か
な
や
、
日
本
国
の
人
皆
無
間
大
城
に
堕
ち
む
事
よ
。
悦
し
き
か
な
や
、
楽
か
な
や
、
不
肖
の
身
と
し

て
今
度
心
田
に
仏
種
を
う
え
た
る
。」（『
撰
時
抄
』『
定
遺
』
一
〇
五
二
頁
）

（
10
）	

日
蓮
に
先
行
す
る
唱
題
に
つ
い
て
は
高
木
［
一
九
七
三
］
第
八
章
、
戸
頃
［
一
九
七
〇
］
五
〇
九
頁
等
参
照
（『
法
華
伝
記
』
当
該
説
話
に

つ
い
て
は
、
高
木
同
上
四
三
二・

四
四
〇
頁
、
戸
頃
同
上
）。

〈
略
語
〉

『
大
正
』
―
高
楠
順
次
郎
編
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
全
一
〇
〇
巻
、
大
正
一
切
経
刊
行
会
、
一
九
二
四
―
一
九
三
二

『
定
遺
』
―
立
正
大
学
宗
学
研
究
所
編
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
全
四
巻
、
身
延
山
久
遠
寺
、
一
九
五
二
―
一
九
五
九

『
日
思
』
―
井
上
光
貞・

大
曽
根
章
介
校
注
『
往
生
伝　

法
華
験
記
（
日
本
思
想
大
系
七
）』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四

『
新
大
系
』
―
佐
竹
昭
広・

久
保
田
淳
校
注
『
方
丈
記　

徒
然
草
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
九
）』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
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〈
参
考
文
献
〉

市
岡
聡
「『
法
華
験
記
』
と
『
法
華
伝
記
』
の
関
連
性
」『
仏
教
文
学
』
第
三
八
号
、
二
〇
一
三
、
一
二
八
―
一
三
八
頁

稲
田
利
徳
「「
徒
然
草
」
と
「
宝
物
集
」」『
岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
』
第
一
二
九
号
、
二
〇
〇
五
、
一
―
一
一
頁

岡
田
文
弘
「
ジ
ャ
ー
タ
カ
」
蓑
輪
顕
量
編
『
事
典　

日
本
の
仏
教
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
、
三
四
―
三
八
頁

岡
田
文
弘
「
説
話
集
は
な
ぜ
編
ま
れ
た
の
か
（『
法
華
験
記
』
と
そ
の
関
連
文
献
）」『
全
南
大
学・

東
京
大
学
大
学
院
生
学
術
交
流
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』

二
〇
一
六
、
四
一
―
四
八
頁

岡
田
文
弘
「
説
話
の
創
出

―
鎮
源
『
法
華
験
記
』
第
二
話
「
行
基
菩
薩
」
注
記

―
」『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
第
六
六
巻
第
一
号
、
二
〇
一
七
、

二
二
五
―
二
二
九
頁

岡
田
真
美
子
「《
一
切
衆
生
喜
見
菩
薩
説
話
》
の
パ
ラ
レ
ル
研
究
」『
印
度
學
佛
教
學
研
究
』
第
六
四
巻
第
一
号
、
二
〇
一
五
、
三
一
三
―
三
二
〇
頁

下
田
正
弘
「
経
典
を
創
出
す
る
」
高
崎
直
道
監
修
『
大
乗
仏
教
の
誕
生
（
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
２
）』
春
秋
社
、
二
〇
一
一
、
三
七
―
七
一
頁

高
木
豊
『
平
安
時
代
法
華
仏
教
史
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
三

田
辺
和
子・

中
村
元
『
ジ
ャ
ー
タ
カ
全
集
』
二
、
春
秋
社
、
一
九
八
七

戸
頃
重
基
「
解
説
」『
日
蓮
（
日
本
思
想
大
系
一
四
）』
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
、
四
七
一
―
五
七
二
頁

益
田
勝
実
『
説
話
文
学
と
絵
巻　

益
田
一
実
の
仕
事
Ⅰ
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六

渡
邊
泰
道
『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
第
十
四
巻
、
龍
吟
社
、
一
九
三
三

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉　

仏
教
説
話
、『
法
華
経
』、『
法
華
伝
記
』、『
法
華
験
記
』、
日
蓮
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