
世
親
「
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
」

に
お
け
る
信

望

月

海

淑

1 

『
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
』
に
は
漢
訳
の
二
本
が
あ
り
、
発
文
は
未
だ
発
見
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
漢
訳
二
本
は
と
も
に
大
正
大
蔵
経

造

元
貌
中
天
竺
三
蔵
助
那
摩
提

後
貌
北
天
竺
三
蔵
菩
提
留
支

共
僧
朗
等
訳
」
と
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
番
が
世
親
〈
天
親
）
〈

8
5
8円

F
Z
に
よ
っ
て
脅
か
れ
た

共
沙
門
曇
林
等
訳
」

「
婆
薮
般
豆
菩
薩
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に
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
大
乗
論
師
婆
薮
集
豆
釈

も
の
で
、
イ
γ
ド
か
ら
中
国
に
来
た
二
人
の
僧
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

《

2
）

世
親
に
つ
い
て
は
か
つ
て
記
し
た
こ
と
も
あ
る
が
、
無
着
〉
一
留
島
mhw
の
弟
と
し
て
出
生
し
、
最
初
小
乗
を
学
び
、
後
大
乗
に
転
じ
た
と

い
わ
れ
、
そ
の
著
述
と
し
て
『
阿
見
達
磨
倶
舎
論
』

『
唯
識
三
十
頭
』
等
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
世
親
の
著
述
は
こ
の
よ
う
な
小
範

固
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
十
地
経
論
』
『
無
量
寿
経
優
波
提
舎
』
『
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
』

等
々
、
大
乗
諸
経
典
の
注
釈
番
も
数
多
く
存
す
る
。

し
か
し
て
、
こ
の
書
の
訳
者
の
勤
那
摩
提
問
主
ロ
ω
B
M
E
が
イ
γ
ド
か
ら
中
国
に
渡
っ
て
来
た
の
は
正
始
五
年
〈
五

O
八
〉
だ
と
伝
え
1

菩
提
留
支
回
O

向
日
開
岡
山

g
aが
入
国
し
た
の
は
永
平
元
年
ハ
五

O
八
〉
の
こ
と
だ
と
い
う
が
、
貌
の
閤
は
正
始
五
年
に
改
元
し
永
平
元
年
と
な



っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
同
年
の
こ
と
で
僅
か
に
数
ヶ
月
の
差
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

《

3
v

に
つ
い
て
、
北
天
竺
の
人
、
菩
提
流
支
は
貌
の
国
で
は
道
希
と
い
い
、
永
平
二
年
か
ら
天
平
年
閉
ま
で
二
十
余
年
に
亘
っ
て
翻
訳
に
従
事

し
た
と
い
い
、
更
に

『
歴
代
三
宝
記
』
は
こ
の
二
人
の
関
係

中
天
竺
三
蔵
法
師
勤
那
摩
提
。
或
云
婆
提
。
貌
言
宝
意
。
正
始
五
年
来
洛
陽
殿
内
訳
。
初
菩
提
流
支
助
伝
。
後
以
相
争
因
各
別
訳
。
沙

門
僧
朗
覚
窓
侍
中
盤
光
等
筆
受
。

と
な
し
て
い
る
。
助
那
摩
提
訳
出
の
『
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
』
は
僧
朗
等
共
訳
と
し
、
菩
提
留
支
訳
出
の
書
は
曇
林
等
共
訳
と
し
て
い

る
か
ら
、
あ
る
ひ
は
こ
の
両
訳
は
二
人
に
意
見
の
相
異
を
見
て
別
離
し
た
以
後
の
訳
出
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
両
者
の
訳
文
が
全
く
同
一
と
い
っ
て
い
い
位
に
類
似
し
て
い
る
の
は
何
故
な
の
だ
ろ
う
か
。
今
は
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
て

み
る
機
会
が
な
い
が
、

一
考
の
余
地
は
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
て
、
こ
の
雨
宮
は
と
も
に
妙
法
蓮
華
経
と
な
し
て
お
り
、
妙
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法
華
経
の
訳
文
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
あ
た
り
、
羅
什
訳
を
参
照
し
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
序
品
の
心
得
自
在
に
引

き
続
い
て
、
善
得
心
解
脱
善
得
議
解
脱
。
心
普
調
伏
：
：
：
と
そ
の
内
容
に
ふ
れ
て
い
る
等
々
、
妙
法
華
経
に
含
ま
れ
て
い
な
い
も
の
も
か

な
り
訳
出
せ
ら
れ
で
も
い
る
。
こ
の
こ
と
は
羅
什
訳
を
参
照
と
し
な
が
ら
も
、
羅
什
訳
に
な
く
党
本
に
あ
る
も
の
を
訳
出
し
て
補
っ
た
こ

。。》

と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
叉
、
提
婆
達
多
の
授
記
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
羅
什
訳
所
依
の
党
本
と

は
異
本
を
所
依
と
し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
羅
什
が
妙
法
華
経
を
訳
出
し
た
の
は
四

O
六
年
で
あ
り
、
両
者
の
こ
の
書
の
訳
出
は
五

O

八
年
以
降
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
聞
に
は
一

O
O年
の
へ
だ
た
り
が
あ
り
、
党
本
の
相
異
も
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
序
品
の
心
得
自
在
の
以
降
は

普
得
－
一
心
解
脱
－
普
得
＝
慈
解
脱
一
。
心
普
調
伏
。
人
中
大
竜
。
応
ν作
者
作
。
所
作
己
弁
。
離
＝
諸
重
担
－
逮
＝
得
己
利
－
。

尽
＝
諸
有
結
－
。



善
得
－
－
正
智
心
解
脱
－
。

で
あ
り
、
『
妙
法
華
経
』
は
こ
こ
の
と
こ
ろ
を【’a

M

逮
＝
得
己
利
－
尽
－
一
諸
有
結
一
。
心
得
－
一
自
在
一
0

．

と
な
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
ケ
ル

γ
・
南
条
本
の
党
文
法
華
経
は

話仲間四
M
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mv訟
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w

（
心
痛
な
く
心
自
在
で
、
心
と
惑
を
離
れ
貴
族
で
偉
大
な
竜
で
あ
り
、
作
す
べ
き
を
な
し
、
作
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
な
し
、
重
荷
を

捨
て
自
己
の
目
的
を
達
し
、
存
在
せ
る
結
線
を
離
れ
、
正
し
い
教
え
で
心
を
脱
し
、
一
切
の
心
自
在
で
最
高
の
彼
岸
に
到
達
し
、
直
観

一
切
心
得
－
一
自
在
一
到
－
一
第
一
彼
岸

γ
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の
秀
で
た
大
戸
間
た
ち
で
あ
っ
た
〉

と
な
し
て
い
る
か
ら
、
『
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
』
が
所
依
と
し
た
党
本
は
、
ケ
ル

γ
南
条
本
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

こ
の
趣
は
方
便
品
の
冒
頭
の
部
分
で
も
同
様
で
あ
る
と
い
え
る
。

『
妙
法
華
経
』
は

爾
時
世
尊
従
－
一
三
味
－
安
祥
而
起
。
告
－
一
舎
利
丸
一
句

で
あ
る
の
に
対
し
て
、

『
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
』
は

爾
時
世
尊
入
一
一
甚
深
三
味
一
正
念
不
動
。
以
＝
如
実
智
一
観
。
従
三
ニ
昧
一
安
祥
而
起
。
起
己
即
告
二
尊
者
舎
利
札
サ

で
あ
り
、

『
妙
法
華
経
』
に
比
べ
て
か
な
り
詳
細
を
極
め
て
い
る
。
ケ
ル

γ
・
南
条
本
は
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Mm

ハ
そ
の
時
に
世
尊
は
記
憶
を
思
い
お
こ
し
、
三
味
よ
り
立
ち
上
っ
て
、
立
ち
上
っ
て
長
老
の
舎
利
弗
に
諮
っ
た
〉

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
『
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
』
の
方
に
近
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
う
。

こ
の
外
、

『
妙
法
華
経
』
と
『
妙
法
蓮
華
経
優
婆
提
舎
』
の
記
述
を
比
較
す
る
と
、
後
者
の
記
述
の
方
が
詳
細
で
あ
る
点
は
随
所
に
お

よ
ん
で
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
両
者
の
党
本
に
か
な
り
な
相
違
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
序
品
に
お
い
て
は
、

『
妙
法
謡
華
経
優
波
提
舎
』
は
芦
閲
名
の
列
挙
を
し
て
は
お
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
注
釈
の
た
め
に
不
必

要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
と
さ
ら
列
挙
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

r圏、
r、 r「 f、 r、 f「 f「〆ヘ〆「 f「 f、 f「~
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大
正
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華
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に
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研
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代
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宝
記
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は
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菩
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－
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世
親
の
『
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
』

〈
法
華
論
〉
は
上
下
二
巻
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
序
品
第
一
の
冒
頭
か
ら
八
万
人
の
菩
薩
等
が
集

ま
っ
て
お
り
名
称
普
聞
で
無
数
百
干
の
衆
生
を
度
し
た
と
こ
ろ
ま
で
の
法
華
経
の
文
を
挙
げ
て
注
釈
を
加
え
、
方
便
品
第
こ
で
は
冒
頭
か

ら
五
種
法
ハ
十
如
是
〉
の
と
こ
ろ
ま
で
の
法
華
経
の
文
を
挙
げ
て
注
釈
を
加
え
た
も
の
と
で
大
部
分
を
し
め
、
鵬
首
喰
品
第
三
で
は
舎
利
弗

の
侮
言
を
挙
げ
て
注
釈
を
加
え
、
後
の
各
品
は
法
華
経
説
示
の
展
開
上
の
必
要
に
応
じ
て
要
を
と
っ
て
言
及
さ
れ
る
と
い
う
型
を
と
っ
て

い
る
。
こ
の
た
め
、
法
華
経
の
各
品
・
各
部
に
お
い
て
世
親
が
ど
の
よ
う
な
見
解
を
持
っ
て
い
た
か
を
詳
し
く
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
中
に
で
も
、
世
親
の
法
華
経
に
対
す
る
理
解
の
一
端
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来

る。
す
な
わ
ち
世
親
は
序
品
第
一
は
、
七
種
の
功
徳
の
成
就
の
示
現
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
序
分
成
就
・
衆
成
就
・
如
来
欲
説
法

(100) 

時
至
成
就
・
依
所
説
法
威
儀
随
順
住
成
就
・
依
止
説
因
成
就
・
大
衆
現
前
欲
開
法
成
就
・
文
珠
師
利
菩
薩
答
成
就
の
七
種
類
を
挙
げ
、
こ

れ
に
つ
い
て
注
釈
を
加
え
て
い
る
。

第
一
の
序
分
成
就
は
諸
法
門
中
最
勝
義
と
自
在
功
徳
義
と
の
こ
つ
の
成
就
を
示
現
す
る
も
の
で
、

釈
尊
が
住
し
た
王
舎
城
同
旦
ω笥
何
回
仰

番
閤
堀
山
の
三
宮
浜
田
宮
は
他
の
玉
城
・
山
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
o’

第
二
の
衆
成
就
と
は
数
と
行
と
摂
功
徳
と
威
儀
如
法
住
の
成
就
を
示
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
無
数
の
大
衆
が
囲
践
し
て
い

る
の
で
数
成
就
で
あ
り
、
声
聞
は
、
小
乗
の
行
を
修
し
、
菩
薩
は
大
乗
行
を
修
し
、
更
に
菩
謹
等
は
神
通
自
在
に
随
時
に
示
現
し
、
出
家

の
戸
聞
は
威
儀
一
定
で
あ
り
菩
醸
と
同
じ
で
は
な
い
か
ら
と
し
て
行
成
就
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
て
世
親
は
経
文
を
挙
げ



て
摂
功
徳
成
就
に
つ
い
て
、
声
聞
功
徳
成
就
と
菩
藍
功
徳
成
就
と
が
あ
る
こ
と
を
詳
細
に
論
述
し
て
、
普
知
識
に
依
り
、

一
切
衆
生
の
利

益
せ
ん
と
の
心
、
授
記
密
智
・
諸
通
智
・
真
実
智
の
三
種
智
、
三
種
智
の
所
摂
の
応
知
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
摂
功
徳
成
就
だ
と

な
し
、
釈
尊
は
大
衆
に
回
線
さ
れ
供
養
恭
敬
さ
れ
尊
重
讃
歎
さ
れ
て
い
る
か
ら
威
儀
如
法
住
成
就
だ
と
な
し
て
、
こ
の
故
に
衆
成
就
だ
と

な
し
て
い
る
。

第
三
の
如
来
欲
説
法
時
至
成
就
に
つ
い
て
は
、
経
文
の
為
諸
菩
盛
説
大
乗
経
故
の
言
葉
を
う
け
て
、
こ
の
法
華
経
に
は
十
七
種
の
名
が

あ
る
こ
と
を
挙
げ
、
釈
尊
が
法
を
説
か
ん
と
欲
す
る
時
に
即
座
に
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
最
高
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

の
十
七
の
異
名
は

無
量
義
経

大
方
広
経
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最
勝
修
多
羅

教
菩
藍
法

仏
所
護
念

一
切
諸
仏
秘
密
法

一
切
諸
仏
秘
密
蔵

一
切
諸
仏
秘
密
処
川

能
生
一
切
諸
仏
経

・
一
切
諸
仏
之
道
場



一
切
諸
仏
所
転
法
輪

一
切
諸
仏
堅
固
舎
利

｝
切
諸
仏
大
巧
方
便
経

説
一
乗
経

第
一
義
住

妙
法
蓮
華
経

最
上
法
門

で
あ
る
と
い
う
。

第
四
の
依
所
説
法
威
儀
随
順
住
成
就
に
つ
い
て
は
、
釈
尊
の
禅
定
、
世
間
の
震
動
、
過
去
無
量
劫
の
知
悉
ら
の
三
味
成
就
・
器
世
間
・

.( 102) 

衆
生
世
間
の
三
種
を
成
就
し
た
こ
と
だ
と
な
し
て
い
る
。

第
五
の
依
止
説
因
成
就
に
つ
い
て
は
、
釈
尊
が
大
衆
を
導
く
た
め
に
大
光
明
を
放
つ
な
ど
の
異
相
不
思
議
な
事
を
示
現
し
、
渇
仰
の
念
、

開
法
の
心
を
お
こ
さ
し
め
た
こ
と
だ
と
な
し
て
い
る
。

第
六
の
大
衆
欲
閥
現
前
成
就
に
つ
い
て
は
、
釈
尊
が
神
変
の
相
を
示
し
た
の
は
大
法
の
た
め
で
あ
り
、
大
衆
を
し
て
大
法
に
随
順
せ
し

め
ん
が
た
め
で
あ
る
と
な
し
て
い
る
。
そ
し
て

第
七
の
文
珠
師
利
菩
薩
答
成
就
で
は
、
弥
勤
菩
薩
の
質
問
に
答
え
た
文
珠
師
利
菩
薩
は
、
宿
命
智
を
も
っ
て
過
去
の
因
相
果
相
を
現
見

し
て
十
事
を
成
就
し
て
い
る
か
ら
、
現
在
前
の
如
く
に
す
べ
て
の
こ
と
が
解
る
の
だ
と
な
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
世
親
は
序
品
の
特
徴
を
列
記
し
、
そ
れ
以
下
は
所
説
の
法
の
因
果
の
相
を
示
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
な
し
て
い
る
。



方
便
品
第
二
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
釈
尊
が
対
告
衆
と
し
て
菩
麓
を
選
ば
ず
舎
利
弗
を
選
ん
だ
理
由
を
五
種
義
あ
り
と
し
て
、
更
に
如
来

は
四
種
の
功
徳
を
成
就
し
て
い
る
か
ら
衆
生
を
度
す
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
四
種
の
功
徳
と
は
、
生
死
等
を
意
の

ま
ま
に
現
ず
る
こ
と
が
出
来
る
住
成
就
、
染
浄
の
因
を
自
在
に
示
し
衆
生
を
導
き
う
る
教
化
成
就
、
法
を
体
得
し
法
の
如
く
に
行
い
う
る

功
徳
畢
寛
成
就
、
ど
の
よ
う
な
衆
生
に
対
し
て
も
法
を
説
き
う
る
説
成
就
の
こ
と
で
あ
る
。

か
く
て
世
親
は
五
種
法
に
関
す
る
注
釈
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

何
等
法
｜
｜
声
聞
法
僻
支
仏
法
諸
仏
法
｜
｜
有
為
無
為
法
等
｜
｜
名
句
字
身
等
｜
｜
調
未
曽
聞

云
何
法

l
l起
＝
種
種
諸
事
説
－

l
l因
縁
法
非
因
縁
法
等

l
l依
＝
如
来
所
説
法
－
ー
ー
調
種
種
言
辞
饗
喰
顕
説

何
似
法

l
l依
三
二
種
門
司
得
＝
清
浄
－

l
l常
法
無
常
法
｜
｜
能
教
コ
化
可
化
者
一

l
l唯
為
二
大
事
一

何
相
法
｜
｜
三
種
義
一
相
法
｜
｜
生
等
三
相
法
不
生
等
三
相
法
｜
｜
依
＝
音
声
－
取
。
以
下
依
－
一
音
声
一
取
申
彼
法
ム
｜
｜
為
τ
随
－
－
衆
生
器
一

(103) 

説
申
諸
仏
法
主

何
体
法
｜
無
三
7
体
－
（
無
量
乗
唯
一
仏
乗
無
二
乗
〉
｜
五
陰
体
非
五
陰
体
｜
仮
名
体
法
相
義
｜
｜
唯
有
二
乗

hv

と
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

一
大
事
因
縁
を
も
っ
て
出
世
し
た
釈
尊
は
、

一
仏
乗
を
も
っ
て
衆
生
を
導
く
こ
と
を
唯
一
の
目
的
と
し
て
い
る

こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
な
す
こ
と
が
出
来
る
が
、
世
親
は
五
種
法
の
何
体
法
に
つ
い
て
、

諸
仏
如
来
平
等
法
身
。
彼
諸
声
聞
畔
支
仏
乗
非
－
－
彼
平
等
法
身
之
体
－
。
以
－
－
因
果
行
観
不
同
一

h
M

一
乗
体
と
は

と
し
て
い
る
か
ら
、
平
等
法
身
で
あ
る
こ
と
が
一
仏
乗
だ
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
等
法
身
の
体
た
る
一

仏
乗
を
ど
う
う
け
と
め
る
か
が
問
題
と
な
る
。

そ
こ
で
世
親
は
以
下
の
方
便
品
の
説
示
は
、
四
種
の
疑
心
を
断
ぜ
し
め
る
た
め
の
も
の
だ
と
指
摘
を
し
て
い
る
G

そ
れ
に
よ
る
と
、
釈



尊
は
五
濁
の
悪
世
に
出
現
し
、
ど
の
よ
う
な
時
で
あ
ろ
う
と
も
種
々
の
方
便
説
法
で
導
き
疑
心
を
断
ぜ
し
め
、
不
信
の
増
上
慢
の
者
の
た

め
に
は
教
え
を
説
か
ず
、
仏
か
ら
法
を
聞
い
て
も
誘
心
を
お
こ
す
者
に
は
説
か
ず
、
釈
尊
の
教
え
は
先
に
説
く
も
の
も
今
説
く
も
の
も
妄

語
で
は
な
い
か
ら
、
童
子
が
た
わ
む
れ
の
た
め
に
砂
を
も
っ
て
仏
塔
を
建
て
た
と
し
て
も
皆
仏
道
を
成
ず
る
よ
う
に
、
仏
語
を
一
心
信
解

す
る
こ
と
が
大
切
な
＆
こ
ろ
だ
と
な
し
て
い
る
。

時
官
喰
品
第
三
に
お
い
て
は
、
舎
利
弗
の

「
金
色
三
十
二

十
力
諸
解
脱

同
共
一
一
法
中

而
不
ν得
＝
此
事

八
十
種
妙
好

十
八
不

共
法

如
ν
是
等
功
徳

而
我
皆
己
失
」
の
偏
言
を
注
釈
し
て
、

こ
れ
は
舎
利
弗
が
人
・
法
無
我
、

一
切
諸
法
悉
く
皆
平
等
な
る
法
を
得

る
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
る
か
ら
と
自
責
の
念
で
語
っ
た
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
世
親
は
こ
れ
以
下
の
も
の
は
、
七
種
の
輸
が
七

種
増
上
慢
心
を
対
治
せ
ん
が
た
め
に
説
か
れ
、
更
に
三
種
染
慢
人
の
た
め
に
三
種
平
等
が
説
か
れ
て
い
る
と
な
し
て
い
る
。
七
喰
と
七
種

( 104) 

増
上
慢
心
の
関
係
は
、

顛
倒
求
－
一
諸
功
徳
一
増
上
慢
心

l
l世
間
中
諸
煩
悩
染
織
然
増
上
｜
｜
火
宅
喰

声
聞
一
向
決
定
増
上
慢
心

l
l自
言
我
乗
与
＝
如
来
乗
－
等
無
＝
差
別
－

l
l窮
子
輸

大
乗
一
向
決
定
増
上
慢
心

l
i無
－
副
声
聞
勝
支
仏
乗
－
ー
ー
雲
雨
響
喰

実
無
謂
ν有
増
上
慢
心

l
l実
無
－
－
浬
紫
－
生
＝
浬
襲
想
－
ー
ー
化
城
喰

散
乱
増
上
慢
心

l
l実
無
レ
有
レ
定
過
去
難
レ
有
－
－
大
乗
善
根
－
而
不
－
－
覚
知
－
。
不
一
－
覚
知
－
故
不
ν求
＝
大
乗
－
。
狭
劣
心
中
生
エ
虚
妄
解
－
。
調

第
一
乗
｜
｜
繋
宝
珠
喰

実
有
功
徳
増
上
慢
心

l
l間
二
大
乗
法
－
取
－
－
非
大
乗
－
ー

l
輪
王
自
警
中
明
珠
与
之
喰

実
無
功
徳
増
上
慢
心

l
於
ニ
第
一
乗
－
不
三
曽
修
＝
集
諸
善
根
本
－

F
第
一
乗
－
心
中
不
レ
取
以
為
＝
第
一
一
｜
医
師
向



で
あ
り
、
三
種
染
慢
の
人
は
三
種
の
傾
倒
の
信
あ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
信
＝
種
々
乗
異
六
信
＝
世
間
浬
蝶
異
ス
信
－
－
彼
此
身
呉
－
で
あ
り
、

こ
れ
の
対
治
の
た
め
に
乗
平
等
、
世
間
浬
鍵
平
等
、
身
平
等
が
説
か
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
説
示
は
多
宝
如
来
の
出
現
、
声
聞
ら
へ
の
授

3
」
、

dt

－u
 

一
仏
乗
の
説
示
等
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
て
、
釈
尊
が
三
乗
を
説
い
て
一
乗
と
な
し
た
の
は
同
義
に
よ
る
か

ら
だ
と
し
て

言
＝
同
義
－
者
。
以
z
仏
法
身
声
開
法
身
彼
此
平
等
無
差
別
－
故
。
以
＝
諸
戸
間
辞
支
仏
等
乗
不
同
－
故
有
コ
差
別
－
。
以
三
彼
二
乗
非
三
大
乗
－

故
。
如
来
説
言
不
ν離
－
－
我
身
－
是
無
上
義
。

と
の
ベ
世
親
は
無
上
義
を
提
義
し
注
釈
を
加
え
て
い
る
。
無
上
義
に
は
、
種
子
無
上
、
行
無
上
、
増
長
力
無
上
、
令
解
無
上
、
清
浄
国
土

無
上
、
説
無
上
、
教
化
衆
生
無
上
、
成
大
菩
提
無
上
、
浬
梁
無
上
、
勝
妙
力
無
上
の
十
種
が
あ
る
が
、
こ
の
中
の
第
七
の
教
化
衆
生
無
上

は
地
涌
菩
薩
出
現
の
こ
と
で
、
第
八
・
九
の
成
大
菩
提
無
上
・
浬
繋
無
上
は
如
来
寿
量
晶
の
説
示
に
よ
っ
て
注
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

( 105) 

す
な
わ
ち
一
乗
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
方
便
品
中
心
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
て
、
涌
出
・
如
来
寿
量
等
の
各
品
に
ま
で
か
か
わ
る

も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
世
親
は
こ
れ
以
下
の
各
口
聞
は
、
法
力
・
持
力
・
修
行
力
を
示
現
し
た
も
の
だ
と
し
て
法
華
経
の
注
釈
を
終
っ
て
い
る
。

〔註〕ハ
1）

（

2〉
ハ
3
V

ハ
4〉

大
正
二
十
六
・
六
上

t
七
下
、
一
五
下

t
一
七
上

同

・

七

下

、

一

七

上

同

・

八

中

、

一

七

中

下

同

・

九

上

、

一

八

中



3 

『
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
』
は
方
便
品
の
注
釈
の
中
の
四
疑
を
語
る
段
に
お
い
て
、
信
に
関
説
し
て
い
る
。
四
疑
と
は
一
疑
何
時
説
、

二
疑
云
何
知
＝
是
増
上
慢
人
二
三
疑
云
何
堪
レ
説
、
四
疑
云
何
如
来
不
ν
成
－
－
妄
語
－
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
中
の
第
二
疑
の
注
釈
に
お
い

て
世
親
は

如
来
不
下
為
＝
増
上
慢
人
－
而
説
申
諸
法
主
。
云
何
知
－
一
彼
是
増
上
慢
－
為
レ
断
－
－
此
疑
－
。
如
レ
経
若
有
三
比
丘
－
実
得
＝
阿
羅
漢
一
者
。
若
不
レ
信
－
一

是
法
－
無
ν有
－
－
是
処
－
如
ν是
等
故
。

と
語
り
、
更
に
第
四
疑
の
注
釈
で
は

此
以
＝
如
来
先
説
法
異
今
説
法
異
－
。
云
何
如
来
不
レ
成
二
妄
語
－
為
レ
断
＝
此
疑
－
。
如
ν
経
舎
利
弗
汝
等
応
当
二
心
信
－
一
解
受
持
仏
語
一
諸
仏

如
来
言
無
－
－
虚
妄
－
無
ν有
－
一
余
乗
－
唯
一
仏
乗
故
。

( 106) 

と
な
し
て
い
る
。
こ
の
中
の
前
者
の
説
示
は
法
華
経
の

会
中
有
エ
比
丘
比
丘
尼
優
婆
塞
優
婆
夷
五
千
人
等
－
。
即
従
レ
座
起
礼
仏
而
退
。
所
以
者
何
。
此
輩
罪
根
深
重
及
増
上
慢
。
未
レ
得
調
レ
得
。

未
ν証
謂
ν証
。
有
－
－
如
ν此
失
－
。
：
：
：
如
レ
是
増
上
慢
人
。
退
亦
佳
央
O
i－
－
－
汝
等
当
ν信
仏
之
所
説
言
不
－
－
虚
え
一
日

を
う
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
信
は
青
色
色
町
仰
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
後
者
の
一
心
信
解
は
法
華
経
の
説
示
よ
る
と
釈
尊
が
舎
利

弗
に
む
か
つ
て
仏
の
所
説
を
信
ず
る
こ
と
を
強
調
し
た
こ
と
を
う
け
て
い
る
の
で
、
青
仰
向
E
V酬
を
意
味
す
る
と
は
思
わ
れ
る
が
、
分
別
功

《

4
〉

徳
ロ
岡
で
は
妙
法
華
経
が
常
ω注
目
昌
と
包
E
BロW
毘
と
を
一
念
信
解
と
訳
出
し
て
い
る
例
も
あ
り
、
普
通
、
信
解
は
怠
E
Bロ
W
誌
に

対
す
る
訳
語
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
る
か
ら
、
法
華
経
の
説
示
を
う
け
て
お
り
、
骨
制
W

内定
H
H

仰
の
可
能
性
が
あ
る
と
は
し
て
も
吟
仰
向
田
島
町
簡
を



意
味
す
る
と
は
断
定
出
来
な
い
。
こ
の
書
の
党
文
が
未
発
見
の
現
在
と
し
て
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
て
『
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
』
は
、
蹄
官
喰
ロ
聞
の
注
釈
の
中
で
三
種
無
煩
悩
人
三
種
染
慢
を
諮
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
そ
れ
ら
は

所
謂
三
種
顛
倒
信
故
o

何
等
為
レ
三
。
一
者
信
－
－
種
種
乗
異
－
o

二
者
信
－
－
世
間
浬
柴
田
？
。
三
者
信
－
－
彼
此
身
盟
九
百

で
あ
り
、
三
種
染
慢
を
対
治
す
る
た
め
に
三
種
平
等
を
説
く
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
諮
ら
れ
る
信
は
乗
や
湿
撲
や
身
体
に
は
種
々
に

異
っ
た
も
の
が
あ
る
よ
う
に
信
ず
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
を
対
治
す
る
た
め
に
釈
尊
は
教
え
を
説
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
法
華
経

円

6
v

で
は
誤
り
劣
っ
た
教
え
を
信
解

ω
a
E
B
Z
W巴
す
る
と
い
う
こ
と
は
種
々
使
用
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
こ
こ
で
の
信
が
信
解
の
意

が
強
く
て
も
吟
ωaav仰
と

ω
a
E
B
z
w
g
の
ど
ち
ら
を
意
味
し
て
い
る
か
は
即
断
出
来
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

更
に
こ
の
書
は
、
分
別
功
徳
品
以
後
の
各
品
に
つ
い
て
、
法
力
・
持
力
・
修
行
力
を
示
現
す
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
法
力
に

( 107) 

五
門
あ
り
と
し
、
そ
の
第
二
に
信
門
を
挙
げ
、
そ
れ
は

如
ν
経
復
有
－
－
八
世
界
徴
盛
数
衆
生
－
皆
発
＝
阿
梼
多
羅
三
貌
三
菩
提
心
－

た
め
で
あ
る
と
し
て
分
別
功
徳
品
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
如
来
寿
量
の
説
示
を
聞
い
た
人
々
は
大
鏡
益
を
得
、
無
生
法
忍
を

得
る
に
引
き
続
い
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
如
来
寿
量
の
教
え
を
聞
い
て
無
上
等
正
覚
の
心
を
お
こ
す
た
め
に
は
、
教
え
に
対
す
る

ひ
た
す
ら
な
信
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
如
来
寿
量
品
の
そ
の
説
示
に
先
立
っ
て
、
釈
尊
が
一
切
の
菩
薩
大
衆
に
む
か
つ
て
如
来
誠
諦
の

語
を
信
解
す
べ
し
と
繰
り
返
し
強
調
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
時
の
信
解
は

2
2で

あ
っ
勺
こ
の
こ
と
は
如
来
寿
量
の
説
示
を

う
け
と
め
る
た
め
に
は
、
菩
薩
大
衆
の
心
に
恥
B
a
a－－vmw
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
恩
わ
れ
、
分
別
功
徳
品
は
如

来
寿
量
品
の
説
示
を
そ
の
ま
ま
に
う
け
つ
い
で
い
る
か
ら
、
当
然
教
え
を
聞
い
て
無
上
等
正
覚
の
心
を
お
こ
す
た
め
に
は
信
常
包
－
一
色
伊
仙

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
世
親
が
分
別
功
徳
品
の
説
示
を
引
用
し
て
信
門
を
注
釈
し
た
意
も
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。



叉

『
優
波
提
舎
』
は
、
観
世
音
菩
薩
の
名
号
を
受
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
る
福
徳

u
g
g函
に
つ
い
て
二
種
の
義
あ
り
と
し
、

は
信
力
で
あ
る
と
し
、
信
力
に
は
叉
、
二
種
あ
り
と
し
、

一
者
我
身
知
－
－
彼
観
世
自
在
－
無
レ
異
畢
克
信
故
。
二
者
調
於
レ
彼
生
＝
恭
敬
心
一
。
如
－
－
彼
功
徳
－
我
亦
如
ν是
畢
寛
得
故
。

と
し
て
い
る
。
観
世
音
菩
薩
の
よ
う
に
異
り
な
く
畢
寛
信
ず
る
等
と
い
う
の
は
、
そ
の
も
の
に
な
り
切
る
よ
う
に
信
ず
る
こ
と
で
あ
ろ
う

か
ら
、
そ
こ
に
て
は
迷
い
惑
う
こ
と
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
念
に
近
く
、
こ
れ
以
上
に
ま
か
せ
切
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ひ

た
す
ら
な
信
mm
片
側
丘
品
目
回
仰
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、

『
妙
法
蓮
華
経
優
波
提
舎
』
に
お
け
る
信
を
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
て
は
信
が
、
常
包
向
日
何
回
仰
を
示
す
と
思
わ
れ
る
も

の
も
あ
る
が
、
制
E
E
g
g
－n忠
信
解
で
あ
る
の
か
、
吟
創
島
内
出
品
で
あ
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
白
で
な
い
。
そ
れ
で
は
世
親
は
信
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
別
の
と
こ
ろ
で
検
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
ち
な
み
に
、
世
親
の
著
述
と
い
わ
れ
る
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
と
『
成
唯
識
論
』
と
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
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う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
玄
弊
訳
の
『
倶
舎
論
』
に
は

信
者
。
令
－
－
心
澄
浄
－
。
有
説
。
於
－
－
諦
宝
業
果
中
－
現
前
忍
許
故
名
為
ν信。

と
あ
り
、
真
諦
訳
の
『
倶
舎
釈
論
』
に
は
、

《

uv

信
謂
心
澄
浄
。
有
余
師
説
。
於
＝
諦
宝
業
果
中
－
心
決
了
故
名
レ
信
。

と
示
し
て
、
玄
弊
の
現
前
忍
許
を
心
決
了
と
訳
出
し
た
の
が
異
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
＠
こ
れ
に
対
し
て
発
文
の
〉

σ
F
E
E
S呉
o？

M
M
M即

ω苫
・
『
倶
舎
論
』
は
、

《

U
M

g可
脳
陣
内

ω白色
EggsqHVBω
包
与
一

gqω15gωlwRSω
，HMV巳帥
Z
E召
司

g
q
a
t
s『

8
句
。
一



（
そ
の
中
で
信
と
は
心
の
浄
信
で
あ
る
。
諦
と
宝
と
業
と
果
と
に
対
す
る
信
頼
で
あ
る
と
、
他
の
も
の
は
〈
い
う
〉
〉

と
述
べ
こ
の
と
こ
ろ
を
注
釈
し
た
称
友
の
〉

σ庄内田町
R
B呉
0
2〈
可
帥
富
岡
山
品
は

青
色
a
E
8
g
g
σ

同

Mgω
包
ω
由
民
・
W
E
b
o
宮
区
内
営
’
－
s
Z包
S
ヨ

8
g
f
吟
包
向
田
町

mwtuS悶
仰
仲
買
ω色
合
巴
－

EωwmT買
g
怠
島
削
T

E
S
T
M『

O
岡
山
脚
色
守
室
長

ωヨ・

g
q向

T
S
S
ω
t
w
R
g
m
T
H
u
g
－mwvE忠
告
官
民
習
志
向
件
句
者
向
。
由
民
・
帥
w
m
w
g
s
b円削
wsag－
a
H
l

品
広
島
・

8
G
0
2
8
E
Z
E
g
g－g
z
B
E
g
－8
5
8ロ
g

p喜
怒
z
v
r
a
z
g
マ句
E
Z
2
8
5
E
5
0
2
8乞吋

『

U
M

g
色
鼠
昆
寄
与

E
gヨ胃刷
W
許
可

ω可
0
．σ
E
g告
胃
ω丘四面件付日
σ
吟

maa忠
良

ハ
信
と
は
心
の
浄
信
な
り
と
。
信
に
よ
っ
て
、
煩
悩
・
随
煩
悩
に
濁
さ
れ
た
心
は
滞
信
と
な
る
。
水
が
水
を
澄
静
に
す
る
宝
珠
に
よ
る
よ
う
に
。
諦
と
宝

と
業
と
果
に
対
す
る
信
頼
で
あ
る
と
、
他
の
も
の
は
ハ
い
う
〉
。
四
諦
と
三
宝
と
善
不
善
の
業
と
愛
非
愛
の
果
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
は
正
に
あ
る
と
信
頼

し
、
明
解
す
る
の
は
億
な
り
と
、
行
相
を
も
っ
て
信
を
説
示
す
。
〉
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と
な
し
て
い
る
か
ら
、
現
前
忍
許
・
心
決
了
と
漢
訳
さ
れ
た
も
の
が

ω
σ
E
g召
句

g
q
a
m－
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は

確
か
な
る
信
頼
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
て
こ
の
一
句
の
冒
頭
の
信
と
は
心
の
浄
信
な
り
の
言
葉
の
浄
信
は
官

g
包
ω
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
胃
包
脚
色
ω
が
本
来
も
っ
て
い
る
意
味
を
明
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
胃

g
包
ω
は
大
乗
の
経
典
等
に
お
い
て
は
浄
信

こ
こ
で
は
宝
珠
に
よ
っ
て
濁
っ
た
水
が
澄
浄
に
な
る
と
の
た
と
え
で
胃

g脚
色
”
が
使
用
さ

と
訳
出
さ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
が
、

れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
語
は
語
根
の
官

B
J＼

g
a
が
も
っ
て
い
る
、
静
め
る
、
喜
ぶ
、
明
白
に
す
る
な
ど
の
意
に
お
い
て
、
心
境
を
指
す

言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
言
葉
に
は
元
来
、
信
の
意
味
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
信
が
静

《

M
V

か
な
清
ら
か
な
心
の
状
態
、
作
用
、
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
信
と
は
心
の
浄
信
な
り
と
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し



か
し
て
、
四
諦
・
三
宝
と
業
果
を
現
前
忍
許
す
る
の
が
信
で
あ
る
と
他
の
者
は
い
う
の
だ
と
い
う
が
、
四
諦
・
業
因
業
果
は
仏
の
教
え
の

内
容
で
あ
り
、
仏
法
僧
三
宝
の
中
の
法
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
或
は
そ
の
教
え
を
そ
の
ま
ま
に
す
な
お
に
う
け
と
め
て
、
現

前
忍
許
す
る
こ
と
が
信
吟
削
waaMmw
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

t

信
及
不
放
逸

そ
し
て
こ
の
言
葉
は
、
大
善
地
法
に
つ
い
て
述
べ
た
煩
に
対
し
て
注
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
煩
は

《
店
》

勤
唯
適
ニ
善
心
－

軽
安
捨
備
悦

二
根
及
不
害

と
訳
さ
れ
、
真
一
諦
に
よ
っ
て

信
不
放
逸
安

捨
差
及
漸
憐

ニ
根
非
逼
悩

（甜》

精
進
恒
於
レ
善

と
訳
さ
れ
た
も
の
で
、
大
善
法
の
所
行
処
の
心
玉
を
大
善
地
と
名
づ
け
、
大
普
地
が
所
有
す
る
も
の
を
大
善
地
法
と
名
づ
け
、
こ
の
法
は

恒
に
諸
の
善
心
に
あ
る
こ
と
を
の
ベ
、
そ
し
て
こ
の
法
は
信
吟
包
昏
倒
不
放
逸

8
5
B包
ω
軽
安
育
弘

g
E
E
捨

8
0
W払
備
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何
回
H
1

日同1

塊
削
号
制
W
H
可
制
同
司
帥
無
貧
巳
o
σ
H
M
m
w

無
慎
釦
仏
語
溜
不
害

ω毘
弓
ω
間
勤
〈
同
一
弓
mF

の
十
種
で
あ
り
、
恒
に
善
心
に
お
こ
る
こ
と
を
の
ベ

た
も
の
で
、
こ
の
章
の
冒
頭
の
一
句
は
、
こ
の
中
の
信
に
関
し
て
詳
説
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
信
は
善
心
の
中
に
常
に
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
心
所
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
浄
信
な
も
の
で
、
仏
や
法
等
に
た
い
し
て
素
直
で

ひ
た
す
ら
で
且
つ
浄
信
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
前
述
の
信
等
五
根
は
清
浄
に
お
い
て
増
上
の
用
あ
り
と
す
る
立
場

を
う
け
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
o’
そ
し
て
そ
の
あ
り
方
は
『
大
見
婆
沙
論
』
に
い
う

（口》

信
能
為
－
－
諸
善
根
本
－
。
無
レ
有
－
－
普
品
離
レ
信
而
成
－
。

を
う
け
つ
ぐ
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

一
方
、
護
法
造
・
玄
弊
訳
の
『
成
唯
識
論
』
は



云
何
為
レ
信
。
於
－
一
実
徳
能
一
深
忍
楽
欲
心
浄
為
ν性
。
対
－
－
治
不
信
一
楽
ν善
為
レ
業
。
然
信
差
別
略
有
三
ニ
種
、

一
信
－
一
実
有
－
。
調
於
－
－
諸

法
実
事
理
中
－
深
信
忍
故
。
二
信
ニ
有
徳
－
。
謂
於
三
ニ
宝
真
静
徳
中
－
深
信
楽
故
。
三
信
－
一
有
能
－
。
調
於
－
ニ
切
世
出
世
善
一
深
信
＝
有
レ
カ

能
得
能
成
－
起
－
一
希
望
一
。
由
レ
斯
対
－
一
治
彼
不
信
心
可
愛
宮
一
楽
証
－
－
修
世
出
世
善
治
》

と
な
し
て
お
り
、
安
惑
の
注
釈
で
あ
る
党
文
の
〈
ロ

E
巴

g
m可
mEB庄
内
宮
は

gqMwbg色
a
g
w
R
B守
同
法
色

mwtω
巴
苦
』

g
g
o寄
与
E
g召一切
g
q
a忌
胃

ωω包
弘

8
S
ω
o
d
g
a
m
e
－昨削

w
a
a
S
E

E
S帥
胃

g
R
E
S

－gtgω
宮
巳

m
z
s
s
q
お
g
m
g
t
品

g
g
u
g
q
a
b
g
s一g
仲
間
喜
君
主

g
胃
g
包倖御門劃一

《却
v

g民
間
ロ
恒

m
g民
S

同

M
B
Zロ
S
E
B
a
a
Rロ
ヨ
品
皆
目
Q
0

．5
ロ
仙
急
百
品
一

（
こ
の
中
で
信
は
業
・
果
・
諦
・
宝
に
お
い
て
信
頼
す
る
こ
と
、
心
の
静
信
な
る
こ
と
、
希
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
に
信
は
＝
一
種
に
転
ず
る
。
事
実
に

お
い
て
、
徳
あ
る
い
は
無
徳
に
お
い
て
信
頼
の
相
あ
り
o
実
有
と
徳
と
に
お
い
て
浄
信
の
相
あ
り
。
実
有
と
徳
と
に
お
い
て
得
る
こ
と
あ
る
い
は
生
ず
る

こ
と
の
可
能
き
に
お
い
て
は
希
求
の
相
あ
り
〉
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と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
善

W
F
H
B
E
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
、
議
官
心
の
中
に
は
い
つ
も

存
在
す
る
と
こ
ろ
の
心
所
で
大
善
地
法
の
と
こ
ろ
に
該
当
し
て
い
る
。
た
だ
し
『
倶
舎
論
』
で
は
信
・
不
放
逸
・
軽
安
・
捨
・
漸
・
塊
・

無
貧
・
無
膜
・
不
害
・
精
進
の
十
法
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
信
・
備
・
悦
・
無
貧
・
無
蹟
・
無
療
・
精
進
・
軽
安
・
不
放
逸
・
捨

・
無
害
の
十
一
法
を
挙
げ
て
い
る
。

《却）

善
地
法
で
あ
る
と
は
い
わ
な
い
と
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は

『
倶
舎
論
』
で
は
、

無
擦
も
善
根
で
あ
る
が
惑
を
体
と
し
、

慧
は
大
地
法
で
あ
る
か
ら
大

そ
れ
は
と
も
角
、
安
懇
の
注
釈
叶
Z
S訟
wmwa百
aguvmwO可
仰
が
示
す
信
に
関
す
る
釈
は
、

『
倶
舎
論
』
が
示
す
諦
・
宝
・
業
・
果
に

対
す
る
信
額
、
心
の
浄
信
が
信
で
あ
る
と
す
る
の
と
同
様
で
あ
る
が
、
た
だ
こ
こ
で
は
、
更
に
も
う
一
ケ
条
、
希
求
す
る
こ
と

ωσEEg



を
つ
け
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
信
は
実
有
、
徳
等
に
信
頼
し
、
浄
信
し
、
実
有
・
徳
か
ら
生
ず
る
も
の
に
希
求
す
る
相
が
あ
か
ら
だ
と

指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
種
の
信
と
安
慈
の
注
釈
と
を
比
較
す
る
と
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
、
第
一
の
「
信
実
有
」
は
信
業
・
果
・
諦

・
宝
に
信
頼
す
る
こ
と
、
第
二
の
「
信
有
徳
」
は
そ
れ
ら
に
心
の
浄
信
な
る
こ
と
、
第
三
の
「
信
有
能
」
は
そ
れ
ら
を
希
求
す
る
こ
と
に

あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。
し
て
み
る
と
、
『
成
唯
識
論
』
が
掲
げ
る
「
於
実
徳
能
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
信
実
有
、
信
有
徳
、
信
有
能
に
あ
た
り
、

そ
れ
は
安
慈
釈
の
業
果
等
に
対
す
る
信
頼
、
心
の
浄
信
、
希
求
と
い
う
こ
主
に
な
り
、

「
忍
楽
欲
」
は
そ
れ
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
忍
は
安
態
釈
の

ω
σ
E
E召同
vsqmw句
”
に
あ
た
り
、
楽
は
同

Mgω
似合’
o
a
g
に
あ
た
り
、
欲

は

ωσEH帥
包
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
制

wσEg召句一
g
q
o
u『

mw
は
『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
忍
許
と
訳
出
さ
れ
て
も
い
る
の
で

問
題
は
な
く
、
向
島

VE冒
溜
は
希
求
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
る
が
、
湾
側

wpeloosm
が
楽
に
あ
て
は
ま
る
か
ど

『
成
唯
識
論
』
は
於
三
二
宝
真
浄
徳
中
－
深
信
楽
故
と
し
て
い
る
が
、
『
倶
舎
論
』
で
は
同
肖

g
m
e
’8gω
は
心
澄
浄
と
訳
さ
れ
、
信
楽
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う
か
は
問
題
が
あ
ろ
う
。

と
は
訳
出
さ
れ
て
は
い
な
い
。
信
楽
と
訳
さ
れ
る
の
は
普
通
削
丘

E
g
z
w誌
で
あ
る
が
、

『
倶
舎
論
』
に
お
い
て
こ
の
語
は
勝
解
と
訳
出

さ
れ
、

『
唯
識
三
十
論
額
』

に
お
い
て
も
勝
解
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
信
楽
の
訳
に
な
っ
た
も
の
は

ω島
区
自
ロ
w
t
の
語

で
は
な
く
、
発
文
が
示
す
よ
う
に
そ
れ
は
司
自
＆
含
か
と
思
わ
れ
る
。

党
文
は
こ
の
心
浄
信
ハ
澄
浄
〉
に
つ
い
て

S
E
E
－

w
同

M
B
8
e
g
吟
包
昏
倒
広
島
g
’E
E認
M
w
g
g
s
E
q
m同

g
g
H
g召一切
H
a
n
m
o
E
o
m
S品目。
mmtgωFIE
－zi

認
ωlamωg仰
の
の

E
S召
咋
包
品
目
品
目
仙
普
B
3
1匂
吋
包
含
民
民

8Hmgv
胃
g川
島

m
ロミ
ω件。一
ω帥同
u
g説
。

v
s
e
t
g弓
包
含

a
m

円
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角
田
副
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富
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〈
心
の
浄
信
と
は
、
実
に
信
は
心
の
濁
り
に
相
違
す
る
か
ら
、
信
の
相
応
の
時
は
煩
悩
、
随
煩
悩
の
垢
の
濁
り
を
は
な
れ
る
か
ら
、

と
な
る
、
と
、
心
の
浄
信
を
説
く
。
信
は
叉
、
所
依
を
与
え
る
を
業
と
す
〉

心
は
信
の
故
に
浄
信

と
し
て
、
信
吟
ω島
内
出
品

は
心
の
濁
り
染
汚
に
相
反
す
る
も
の
だ
か
ら
、
信
が
あ
る
時
は
煩
悩
等
の
濁
り
と
は
な
れ
る
か
ら
、
心
も
信
の

ゆ
え
に
浄
信
と
な
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
安
懇
は
信
に
関
し
て
こ
と
更
に
こ
れ
を
語
っ
て
お
り
、

『
成
唯
識
論
』
も
三
宝
真
浄
徳

中
と
な
し
て
信
楽
を
語
っ
て
い
る
か
ら
、
信
に
つ
い
て
考
え
る
時
、

心
の
浄
信
た
る
胃

g脚
色
”
は
信
の
性
格
を
語
る
も
の
と
し
て
、
重

要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
叉
、

か
か
る
意
味
で

『
成
唯
識
論
』
が
示
す
信
楽
の
語
も
、

同
】

gm仰
色
白
の
意
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
成
唯
識
論
』
が
前
掲
の
よ
う
に
、
信
は
於
－
一
実
徳
能
一
深
忍
楽
欲
心
待
為
レ
性
。
対
－
一
治
不
信
一
と
い
う
の
も
、
信
は
削

WVEg召同
ugqI

こ
の
語
句
を
説
解
し
、
実
・
徳
・
能
は
信
の
依
処
、
忍
楽
・
欲
は
信
の
因
果
で
あ
る
、
と
し
て
、
突
と
は
事
理
の
諸
法
、
こ
の
諸
法
に
忍
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ミ
デ
匂
お
ω副
島

P
削w

－uE冒
溜
の
上
に
あ
る
べ
き
も
の
な
る
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
深
浦
正
文
博
士
は
『
唯
識
学
研
究
』
の
中
で
、

可
決
定
し
、
徳
と
は
三
宝
真
浄
の
徳
、
こ
の
徳
に
つ
い
て
深
く
信
楽
し
、
能
と
は
一
切
世
、
処
世
の
普
法
、
こ
の
善
法
に
お
い
て
力
あ
り
、

よ
く
得
し
ょ
く
成
ぜ
ん
と
深
く
信
じ
希
望
す
る
か
ら
欲
を
起
す
と
し
て
い
る
が
、
更
に
忍
可
決
定
に
関
し
て
、
忍
決
す
る
の
は
勝
解
の
心

av 

所
で
あ
り
、
こ
れ
信
の
因
に
あ
た
る
、
す
な
わ
ち
信
は
、
こ
の
勝
解
の
忍
決
に
よ
っ
て
起
る
と
こ
ろ
の
果
で
あ
る
と
注
釈
し
て
い
る
。

『
唯
成
識
論
』
は
信
に
関
し
て
忍
楽
欲
を
語
っ
た
後
に
、

《お》

忍
謂
勝
解
。
此
即
信
因
。
楽
欲
謂
欲
即
信
果
。

と
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
深
蒲
博
士
の
注
釈
の
基
に
な
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
忍
と
は
勝
解
の
心
所
で
あ
り
、
信

の
因
で
あ
り
、
楽
・
欲
は
信
の
果
で
あ
る
と
、
忍
・
楽
・
欲
の
関
係
を
の
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
あ
り
方
は
、
衆
賢
の
『
順
正
理
論
』



av 

が
示
す
能
資
－
－
勝
解
－
。
説
名
為
レ
信
の
説
示
と
は
全
く
ち
が
う
も
の
と
な
り
、

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

勝
解
（
信
解
〉

こ
そ
が
信
の
因
た
る
こ
と
を
説
い
て
い
る

す
な
わ
ち
信

m即
日
仏
島
町
仰
は
決
定
し
た
こ
と
を
そ
の
よ
う
に
印
持
雪
印

avmwgS
す
る
信
解
怠

E
g
g－
内
包
を
因
と
し
、
三
宝
等
に
対

浄
信
あ
る
が
故
に
希
求
は
単
な
る
欲
と
は
異

し
信
額

g召
唱
一
円
巳

3
3
し
、
浄
億
円
】
詰
ω
包
mw
し
、
希
求
削
wvvロ
仙
沼
す
る
も
の
で
あ
り
、

〔がり
ハハ ハ（ 〈（〈（（（（ハハハ湾出善

~egg~~ ！乙 εε6~ るみー来法

よ藤出尽同同大拙大留同同同同大 うお
よ tこ

っ田室、史 正著正昏一 芸 か 【 い

三重25子平冨干よ干 干 。町
、「 E: 九六華六 S六九九 六 O? 

『原，；－ ~ . .・経.~・ も
集始尽←一一ーに－ f)八四七同七 の
異仏∞八九 Oお O 下回主下 と
門教 八中中け 上 、下． 、 な
足 に 中、る、一、六同一 戸、

論お 一信一八九七 旬

』け 九の九上ム上 ~＼ 
のる 下研中 中
初信 究 プ い
期 の 序 宮 う
両~ 5見怠る

塁樫 ~ ~ i 
壁ハ 型 l ろ
ー『 7L (;) 
；ミ北 一 ω う
か穂 か
ら道 ら
あ大
つユ子

た文
J 点Mー
もすー

の部
で紀
あ要
り』
、第
，←／、
ti号

はー
阿合
ユー
る尚

信藤
定田
義母

完走
し
別こ
個の
の信
立と
場は
か，む
らの

新雪
解 な

世
親
の
信
は
三
宝
等
に
対
し
、

ひ
た
す
ら
な
も
の
が
信
だ
と
い
う
こ
と
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釈
を
立
て
る
論
的
定
義
を
な
し
た
結
果
で
あ
る
と
な
し
て
い
る
。

（
時
〉
大
正
二
十
九
・
一
九
上
中
、
三
一
二
中

（
時
〉
同
・
一
七
人
中
、
ち
な
み
に
、
目

u
g
a
Eロ
・
訟
で
は
、
「
昨
包
島
町
内
向

M
g
s
g品
目

u
g
b
z
E宮
町
石
ow芯

FZ吋
8
E
B
B

－B中

宮内田

S
3
5
各
一
ヨ
畠

S
ユ
ミ
ロ
ヨ

S
F
E
E
z
g
a削
」
と
あ
る
。

〈
口
）
大
正
二
十
七
・
七
三
七
上

ハ
路
〉
同
二
十
九
・
一
九
下
、
三
一
二
中
、
真
諦
訳
は
「
撰
放
逸
僻
怠
無
信
無
安
悼
恒
在
ν染
若
思
」
と
し
、
胃

E
Z
p
g
「自

ogv
官邸

g
t

似
品
”
q
w
m
g
E
円
四
百
ヨ
鼠

gaavu『

ω但

ωqM田

S
E
E
S
F柑

FSF」
と
あ
る
。

〈
四
〉
斗
四
回
目
召
訟
W
似・

8
尚、

ω
Z
S
E
広
三
は
信
は
業
・
果
・
諦
・
宝
に
お
い
て
信
頼
す
る
こ
と
の
四
種
を
挙
げ
て
い
る
が
、
荻
原
震
来
博
士
は
、

こ
れ
に
つ
い
て
、
徳
を
加
え
て
お
り
、
そ
れ
は

ω
1
S
Z
F
m
i
の

g
g
g〈
は

3gω
肉

5
0
2
の
誤
り
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
〈
荻
原

雲
来
『
荻
原
雲
来
文
集
』
六
一
三
ニ
〉

〈

却

〉

同

J

－m色町
M
m
w

ロ・切切

（
幻
）
叶
ユ
ヨ
m即
日
｝
内
似
－

M
a

〈
泣
〉
深
蒲
正
文
『
唯
識
学
研
究
』
下
巻
一
五
九

t
一六

O

（
勾
〉
大
正
三
十
一
・
二
九
中

〈
M
〉
同
二
十
九
・
三
九
一
上

ハ
お
〉
深
蒲
博
士
は
忍
に
関
し
て
、
こ
れ
を
忍
可
決
定
と
理
解
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
忍
は
三
宝
等
に
対
し
て
の
も
の
で
、
そ
れ
は
包
告
官

凶
許
可
白
百
で
示
さ
れ
て
お
り
、
信
解
が
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
削
宅
ωaMmwgロ
ω
で
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
供
舎
論
』
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
こ

の
両
語
の
相
異
を
明
白
に
す
る
た
め
に
、
前
者
を
信
額
、
後
者
を
印
持
と
し
て
お
い
た
が
、
玄
弊
は
前
者
を
忍
許
、
忍
、
後
者
を
印
可
、
印
持
と
訳

出
し
て
い
る
。
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