
妙
法
華
嘱
累
品
の
冒
頭
は
釈
迦
牟
尼
仏
が
無
賦
の
菩
薩
摩
訶
薩
に
対
し
て
、
得
難
き
阿
講
多
羅
三
貌
三
菩
提
の
法
を
付
噸
す
る
こ
と
の

説
示
を
も
っ
て
初
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
神
力
品
の
本
化
別
付
嘱
に
対
し
て
、
総
付
嘱
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
今
、
梵
文
法
華
、
妙
法
華
と
正
法
華
と
を
比
較
対
照
し
て
見
る
と
き
に
気
附
き
得
る
点
は
、
こ
の

三
貌
三
菩
提
の
法
を
付
嘱
す
る
と
い
う
筒
所
の
表
現
が
夫
々
相
異
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
第
一
の
点
と
す
る
な
ら
、
第
二
の
相

異
箇
所
は
嘱
累
品
の
中
間
に
於
け
る
、
若
し
衆
生
あ
っ
て
云
々
と
語
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。
そ
の
他
の
箇
所
の
相
異
は
法
華
経
雛
訳
の
語

句
の
使
用
上
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
、
上
掲
二
ケ
所
は
内
容
上
で
異
っ
た
解
釈
を
生
ぜ
し
め
る
理
由
を
内
在
せ
し
め
て
い

る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

妙
法
華
の
嘱
累
品
中
に
は
次
の
言
葉
が
語
ら
れ
る
。

①

蒲
有
二
衆
生
一
不
二
信
受
一
者
当
頑
於
二
如
来
余
深
法
中
一
示
教
利
稗
上

當
於
如
来
余
深
法
中
示
教
利
喜
に
つ
い
て

2
Ｆ

■

■

■

■

。

望
月
淑
夫
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こ
れ
は
釈
迦
牟
尼
仏
が
阿
祷
多
誕
一
義
三
菩
提
の
法
を
付
嘱
し
、
此
の
法
を
受
持
、
読
、
詞
し
法
を
弘
め
る
こ
と
を
心
掛
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
後
の
説
示
で
あ
る
。
併
し
、
諸
経
中
の
王
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
来
た
法
華
経
が
自
ら
の
経
中
に
於
て
自

経
の
受
持
読
調
を
強
調
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
切
衆
生
の
救
済
を
も
っ
て
出
発
し
た
法
華
経
が
そ
の
目
的
の
た
め
に
一

仏
乗
を
説
き
、
虚
空
会
の
説
法
を
示
し
、
久
遠
実
成
の
仏
を
顕
現
し
な
が
ら
も
、
何
故
に
当
於
如
来
余
深
法
中
示
教
利
喜
の
詞
を
発
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
、
理
解
し
兼
ね
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
若
し
も
法
華
経
が
最
勝
の
経
典
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
一
仏
乗
の
大
道
を
歩
ん
で

来
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
法
華
以
外
の
如
来
の
余
の
深
法
な
る
も
の
は
何
を
意
味
す
る
か
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
言
葉
は
法
華
経
が
法
華

経
自
身
を
さ
し
て
最
勝
経
で
あ
り
、
一
乗
の
大
道
を
歩
む
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

即
ち
此
処
に
生
じ
て
来
る
疑
問
は
果
し
て
法
華
経
は
最
勝
一
仏
乗
の
経
典
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
畠
、
更
に
、
法
華
経
以
上
に
優

れ
た
経
典
が
他
に
存
在
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
法
華
経
以
上
に
優
れ
た
経
典
と
し
て
、
法
華
経
の
理
想
を
翼
に
強

め
る
所
の
経
典
に
し
て
妙
法
華
経
の
余
の
深
法
な
る
言
梨
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
経
典
は
現
存
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
且
る

性
預
の
も
の
に
就
て
の
先
師
の
著
述
の
中
の
文
章
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
第
二
の
疑
問
は
成
立
せ
ら
れ
雌
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。
従
っ
て
、
此
処
で
残
る
の
は
第
一
の
疑
問
で
あ
る
。

今
、
試
み
に
こ
の
妙
法
華
の
文
章
と
現
存
の
正
法
華
、
梵
文
法
華
の
文
章
の
該
当
箇
所
を
比
較
対
照
し
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。

蒋
右
二
衆
生
一
不
二
信
受
一
者
。
当
下
於
二
如
来
余
深
法
中
一
示
教
利
喜
上
汝
等
若
能
如
し
是
。
則
為
三
己
報
諸
仏
二
之
恩
一
・

②

其
不
信
者
。
当
令
信
楽
。
当
観
群
生
入
千
尊
法
ｃ
諸
族
姓
子
。
能
如
是
者
。
則
知
如
来
之
所
建
立
。

瀞
・
溌
周
鼠
呂
嘗
の
骨
ぐ
倒
切
筋
》
“
目
昌
号
肖
日
騨
Ｉ
も
幽
匂
畠
の
の
閏
日
豊
習
葛
冒
目
暑
Ｉ
の
ぐ
幽
眉
冒
如
冒
倒
菖
仔
丙
巳
脚
Ｉ
己
胃
風

の
ｇ
呂
幽
、
斡
薗
旨
騨
口
胃
胃
涛
倒
画
ロ
屏
鼻
○
ど
け
角
ぐ
賦
禺
胃
司
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こ
の
三
種
の
法
華
経
に
於
て
明
白
な
よ
う
に
、
前
半
に
於
て
極
め
て
著
し
い
相
異
が
存
す
る
。
即
ち
妙
法
華
の
当
下
於
二
如
来
余
深
法

中
一
示
教
利
喜
上
と
い
う
文
章
は
正
法
華
の
中
に
於
て
は
、
当
令
信
楽
。
当
観
群
生
入
干
尊
法
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
更
に
梵
文
法
華
に
於

て
も
、
鈴
の
〕
の
日
冒
号
胃
日
画
ｌ
箇
愚
身
の
の
幽
目
豊
営
葛
罵
冒
葺
馨
で
あ
り
、
痔
①
は
、
薗
詩
の
男
性
、
複
数
、
主
格
。
画
の
自
己
は
匙

斡
日
の
男
性
、
単
数
、
於
格
。
農
胃
日
幽
ｌ
旨
昌
身
の
も
男
性
、
単
数
、
於
格
。
の
勤
日
豊
恩
埼
冒
司
響
は
の
鱒
冒
十
倒
十
畠
馴
で
あ

り
、
回
ｇ
葛
幽
は
催
起
褐
現
在
語
基
（
与
え
し
む
）
厨
司
恩
は
動
形
容
詞
作
製
上
の
付
加
詞
で
あ
る
か
ら
、
ｑ
管
凰
冒
司
馨
は
催

起
相
動
形
容
で
あ
る
か
ら
、
上
掲
の
文
は
〃
彼
等
は
こ
の
法
門
に
於
て
与
え
し
め
ら
る
く
し
〃
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
時
、
彼

等
と
い
う
の
は
そ
の
前
の
鼠
圃
＆
ぽ
魁
の
胃
鄭
倒
の
を
受
け
継
い
で
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
信
ぜ
ざ
る
人
を
意
味
す
る
。
従
っ

て
信
ぜ
ざ
る
人
々
は
こ
の
法
門
に
於
て
与
え
ら
る
く
し
、
の
文
章
で
あ
づ
て
、
何
を
与
え
し
め
る
か
の
直
接
の
説
示
は
見
ら
れ
な
い
け
れ

ど
も
、
か
く
の
如
く
す
る
こ
と
が
如
来
の
報
恩
で
あ
る
と
い
う
点
や
、
或
は
嘱
累
品
の
内
容
か
ら
見
る
時
、
与
え
し
め
る
も
の
は
阿
濡
多

羅
三
読
三
菩
提
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
し
て
も
此
の
法
門
と
称
せ
ら
れ
る
号
日
日
鋤
冒
ご
騨
凹
は
法
華

経
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
砿
法
華
梵
文
法
華
の
中
に
は
共
に
妙
法
華
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
余
の
深

法
の
中
に
於
て
一
云
々
の
言
葉
や
内
容
、
更
に
気
配
す
ら
も
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
羅
作
訳
妙
法
華
の
原
本
と
な
っ
た
梵
文

法
華
が
こ
れ
等
三
本
の
中
で
最
古
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
現
状
と
し
て
は
、
以
上
の
点
を
比
較
し
て
見
た
処
で
直
に
法
華

雛
訳
上
の
羅
什
の
誤
訳
で
あ
っ
た
と
速
断
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
解
き
得
る
に
は
法
華
経
全
般
に
わ
た
っ
て
の
念

密
な
研
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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の
肖
乱
日
の
薗
旨
ご
且
冨
闇
一
球
四
口
目
但
禽
Ｉ
茸
●
辱
画
．
：
…
］
日
画
目
自
画
日
冒
置
１
℃
目
働
画
の
ｇ
貸
与
の
胃
ｌ
告
巴
冒
ｌ
汽
昌
１
局
目
ｇ
ｌ

。

■

曾
曾
Ｉ
閲
ロ
“
の
愚
ｌ
切
肖
昌
爵
口
尉
日
皆
目
厨
働
冒
の
閏
昌
鼻
ｌ
の
餌
口
号
○
呂
目
割
口
吻
目
鼻
“
冒
屋
画
の
浄
の
己
肖
甘
尉
日
討
四
口
ｇ
胃
甘
尉
目

●

●

凰
慰
ぢ
倒
日
園
］
も
画
凰
厨
巷
倒
日
琲
と
記
さ
れ
て
お
る
。
従
っ
て
以
上
の
諸
本
に
依
っ
て
見
る
に
、
神
力
品
に
於
て
は
付
曜
を
行
っ
て
お
ら

そ
こ
で
と
り
あ
え
ず
嘱
累
品
は
何
を
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
る
と
す
る
と
、
先
づ
、
現
存
の
漢
訳
法
華
経
で
は
一

様
に
こ
の
品
を
嘱
累
品
と
訳
し
、
梵
文
法
華
経
は
四
口
§
閏
旨
忌
目
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
画
ロ
ロ
＋
冒
兇
旨
十
島
５
画
急
副
で
あ
る

か
ら
、
誰
れ
か
に
何
物
か
を
与
え
る
（
付
嘱
す
る
）
章
と
読
む
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
り
従
っ
て
、
嘱
累
品
の
呼
称
は
適
切
で
あ
る
と

云
い
得
る
。
こ
の
付
嘱
の
問
題
は
既
に
布
施
教
授
が
触
れ
て
い
る
所
で
あ
る
が
、
誰
れ
に
？
・
は
ｍ
幽
勵
四
９
号
貯
胃
弓
画
隠
箇
で
あ

り
、
何
を
？
．
は
幽
昌
群
冨
圖
の
四
日
詞
巴
ｎ
ｌ
の
煙
日
ご
且
巨
で
あ
る
。
こ
れ
は
噛
累
品
の
付
嘱
で
あ
っ
て
、
別
付
嘱
と
称
せ
ら
れ
る
神
力
品

の
為
二
嘱
累
一
故
説
二
此
経
功
徳
二
云
々
と
上
行
等
の
菩
薩
大
衆
に
語
ら
れ
て
い
る
の
と
は
明
白
に
異
っ
て
い
る
。
即
ち
、
神
力
品
に
於
て

は
、
誰
に
？
．
は
司
帯
笛
。
倒
胃
画
Ｉ
胃
曽
昌
時
ロ
凶
回
す
呂
冨
閻
詳
ぐ
色
目
鯉
ぼ
鰯
の
画
は
ぐ
四
で
あ
り
、
何
を
？
．
は
明
白
で
は
な
い
が
や
は
り

号
閏
冒
幽
冨
ご
凹
冒
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
嘱
累
口
謄
於
て
は
明
瞭
に
付
嘱
す
る
と
語
ら
れ
て
い
る
の
に
神
力
品
で
は
か

く
は
語
ら
れ
て
お
ら
な
い
。
こ
の
両
品
の
相
異
を
正
法
華
の
中
に
見
る
と
、
神
足
行
品
に
は
仏
滅
度
後
。
当
以
盤
惣
求
此
経
典
と
い
う
文

章
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
上
行
等
の
菩
薩
に
こ
の
法
門
を
付
嘘
し
よ
う
と
す
る
言
葉
に
該
当
す
る
意
志
は
見
ら
れ
な
い
。
嘱
累
品
で

は
合
諸
菩
薩
・
…
諸
族
姓
子
仏
従
無
数
不
可
計
会
億
百
千
劫
菰
累
造
行
。
乃
成
無
上
正
真
之
道
ｏ
得
度
無
極
。
故
取
諸
賢
安
措
右
蝋
。
挙

手
下
之
以
為
念
識
、
と
な
っ
て
お
る
の
で
あ
り
、
梵
文
法
華
経
も
亦
画
昌
四
ｑ
ぽ
肖
日
画
Ｉ
も
画
ご
葛
幽
母
四
℃
胃
冒
§
旨
倒
胃
彦
色
目

色

目
画
ご
脚
Ｉ
Ｑ
屋
胃
白
色
Ｉ
ご
国
日
ロ
斥
け
鼠
蝿

3
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⑧

今
持
此
経
摩
頂
而
付
者
以
理
深
事
大
要
○
○
惣
為
是
栽
故
立
品
耳

と
註
釈
し
て
い
る
。
こ
の
中
、
二
字
欠
字
で
あ
る
為
に
明
確
な
意
味
を
計
り
難
い
け
れ
ど
も
、
理
を
も
っ
て
深
事
の
大
要
を
付
嘱
し
た
の

で
あ
っ
て
．
、
こ
の
理
由
の
為
に
法
華
経
は
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
曲
学
亜
世
の
徒
で
あ
ろ
う
か
。
深
事
の
大
要
と
は
法

と
記
し
、
更
に

な
い
と
い
う
布
施
教
授
の
説
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
吉
蔵
の
法
華
義
疏
の
中
に
は
、
神
力
品
は
神
力
を
現
じ
法
を
歎
じ
人
を
美
め

弘
経
を
奨
勧
す
る
も
の
と
し
、
更
に
爾
時
仏
告
以
下
の
文
を
解
釈
し
て
、
法
を
歎
じ
て
修
す
る
こ
と
を
勧
む
と
し
、
為
嘱
累
故
の
以
下
を

④

奨
勧
を
頌
し
た
も
の
で
、
神
力
品
は
嘱
累
品
の
付
嘱
流
通
を
弁
ず
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
称
歎
流
通
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
記
さ

れ
て
い
る
。
更
に
羅
什
の
弟
子
道
生
の
箸
、
法
華
経
疏
の
中
に
は

⑤

於
濁
末
取
信
難
将
付
嘱
法
華
故
先
現
踊
神
力
令
衆
喜
悦
発
其
奇
想
遠
使
十
方
称
南
無
帰
命
於
後
致
信
無
間
然
美
。

と
記
述
さ
れ
、
法
華
を
付
嘱
し
難
き
故
に
神
力
を
現
じ
衆
生
を
し
て
南
無
と
称
え
し
め
た
と
解
せ
う
る
の
で
、
吉
蔵
の
云
う
称
歎
流
通
の

意
味
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
．
こ
の
両
者
の
考
え
に
対
し
て
は
智
顔
、
慈
恩
等
の
興
っ
た
解
釈
Ｉ
別
付
嘱
ｌ
が
存
す

⑥

る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
詳
細
は
布
施
教
授
の
著
沓
を
御
覧
願
い
た
い
。

か
く
の
如
く
神
力
品
別
付
嘱
の
解
釈
は
い
さ
さ
か
疑
問
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
に
対
し
、
嘱
累
品
で
は
一
様
に
付
嘱
を
行
っ
た
も

の
と
解
釈
し
て
い
る
。
即
ち
嘱
累
品
の
註
釈
に
於
て
道
生
は

⑦

前
説
因
三
時
並
巳
付
嘱
義
既
未
周
不
別
立
品
今
明
因
倶
寛

4
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ｙ
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罫却零幅

ｙ
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も
の
で
あ
る
と
考
え
う
る
。
換
言
す
れ
ば
嘱
累
品
の
意
趣
は
神
力
品
の
称
歎
流
通
を
受
け
継
ぎ
、
付
噸
流
通
に
専
意
が
用
い
ら
れ
て
お
る

と
い
い
う
る
。
。

鼬
脅
画
Ｑ
Ｑ
ｐ
倒
痘
の
画
雰
ぐ
画
の
告
の
珍
口
胃
』
ロ
。
ぽ
斡
員
画
幽
１
１
己
騨
吋
昌
倒
目
①
印
画
口
歓
・
幽
己
画
昌
詳
幽
ぐ
員
倒
昏

は
、
信
ぜ
ざ
る
人
々
、
彼
等
は
こ
の
法
門
に
於
て
与
え
し
め
ら
る
く
し
、
と
訳
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
梵
文
法
華
経
の
中
に
は
余

の
深
法
の
中
に
於
て
云
々
の
内
容
は
認
め
ら
れ
な
い
所
で
あ
り
、
正
法
華
経
も
亦
然
り
と
い
う
こ
と
は
前
記
の
通
り
で
あ
る
。
併
し
、
上

記
二
本
と
も
そ
の
内
容
判
別
の
上
に
於
て
明
瞭
を
欠
く
点
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。

当
勤
聴
受
此
要
経
典
。
其
不
信
者
。
当
令
信
楽
。

丙
巳
幽
ｌ
や
具
国
鼠
日
丙
巳
四
１
９
日
局
目
白
。
辱
“
冒
呂
閏
日
凹
Ｉ
も
買
幽
圏
暑
の
幽
冨
獄
劉
葛
冒
ご
砦
Ｉ
弓
箇
腎
且
自
習

善
男
子
善
女
人
に
こ
の
法
門
を
聞
か
し
め
ん
に
、
と
云
い
な
が
ら
直
ち
に
、
信
受
せ
ざ
ら
ん
者
に
は
．
‘
…
・
と
続
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、

こ
の
点
が
羅
什
が
異
訳
を
行
い
於
如
来
余
深
法
中
と
訳
出
し
た
理
由
で
は
な
か
ろ
う
か
。
道
生
の
法
華
経
疏
の
中
に
こ
の
箇
所
に
就
て
の

説
明
の
見
ら
れ
な
い
の
は
、
諏
訳
上
の
意
訳
で
あ
る
と
考
え
得
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
、
文
句
、
義
疏
、
玄
賛
に
は

夫
々
誰
釈
が
見
え
る
。
そ
の
中
文
句
に
示
さ
れ
る
、
余
の
深
法
は
別
教
の
次
第
な
り
と
す
る
の
が
こ
れ
等
の
註
釈
の
凡
て
を
語
る
も
の
世

で
あ
っ
て
、
嘱
累
品

も
、
堀
累
品
中
辺
の

法
華
経
に
於
て
此
の
法
門
箆
騨
日
ロ
ロ
胃
日
脚
ｇ
ｑ
響
閏
と
い
う
時
、
そ
れ
は
法
華
経
自
ら
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
な
と
こ
ろ

あ
っ
て
、
嘱
累
品
が
阿
講
多
羅
三
読
三
菩
提
を
付
嘱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
衆
生
の
救
済
を
心
掛
け
た
も
の
で
あ
る
点
か
ら
し
て

5
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ょ
う
で
あ
り
、
法
華
経
の
法
門
を
広
宣
せ
ん
と
の
意
に
解
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
ｂ
換
言
す
れ
ば
一
切
衆
生
の
救
済
は
法
華
の
思

想
に
於
て
の
み
成
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
当
於
如
来
余
深
法
中
示
教
利
喜
に
は
別
段
に
深
い
意
趣
あ
り
と
は

考
え
ら
れ
ず
、
雛
訳
上
の
意
訳
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ｌ
了
Ｉ

【
註
訳
〕①

大
正
Ｖ
Ｏ
Ｌ
９
二
六
二
Ｐ
五
二
下

②
″
〃
二
六
三
Ｐ
一
三
四
中
。

③
梵
文
に
つ
い
て
は
荻
原
本
を
参
照
し
ま
し
た
。

印
度
学
仏
教
学
研
究
Ｖ
Ｏ
Ｌ
５
第
一
号
所
載
の
法
華
経
の
精
神
と
訳
誤
の
問
題
（
布
施
浩
岳
）
に
於
て
、
妙
法
華
に
該
当
す
る
梵

本
の
言
葉
は
全
部
削
除
さ
れ
て
い
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
著
者
の
あ
や
ま
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

④
大
正
法
華
義
疏
参
証

⑥
卍
字
蔵
経
四
十

⑥
布
施
教
授
著
、
法
華
経

⑦
卍
字
蔵
経
四
十

⑧
〃

四
十

⑨
大
正
Ｖ
Ｏ
Ｌ
ｑ
二

⑩
大
正
Ｖ
Ｏ
Ｌ
ｑ
二

四
十

四
十

一
ｂ
上

法
華
経
精
神
史
。

四
十
一
ｂ
下

一
ｂ

ｑ
二
六
三

ｑ
二
六
二

Ｐ
一
二
四
中

Ｐ
五
二
上

大
崎
学
報
一
○
一
号
参
照
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