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『
関
目
紗
』
は
三
大
哲
願
の
表
明
に
先
立
っ
て
、

詮
す
る
と
こ
ろ
は
天
も
す
で
給
、
諸
難
に
も
あ
え
、
身
命
を
期
と
せ
ん
O
i－
－
－
普
に
付
け
惑
に
つ
け
法
華
経
を
す
っ
る
、
地
獄
の
業
な

る
べ
し
。
本
ト
願
を
立
y
O）

と
の
べ
て
い
る
。
こ
の
お
言
葉
は
日
蓮
聖
人
の
法
華
経
信
仰
へ
の
あ
り
方
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
善
悪
に
つ
け
法
華
経
信
仰
を
す
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て
る
こ
と
が
堕
地
獄
の
業
で
あ
る
と
す
る
時
、

「
本
ト
願
を
立
乙
と
い
う
お
言
葉
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
日
蓮
聖
人
が
法
華
経
と
ど
う

か
か
わ
り
あ
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
白
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
こ
の
「
本
ト
願
を
立
ッ
」
の
お
言
葉
に
つ
い
て
ふ
れ
た
二
、
三
の
書
物
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
法
華
経
方
便
品
の
「
我
本
立

（

2
v
 

誓
願
」
の
言
葉
を
主
と
し
て
引
用
し
て
説
明
し
て
い
る
の
を
知
り
う
る
。
こ
の
語
句
が
引
用
せ
ら
れ
る
の
は
本
哲
願
を
本
（
哲
〉
願
と
読

も
う
と
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
、
釈
尊
が
一
仏
乗
を
説
示
し
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
説
こ
う
と
し
た
本

哲
願
が
満
足
せ
ら
れ
、

一
切
衆
生
を
仏
道
に
入
ら
し
め
た
こ
と
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
蓮
聖
人
の
本
ト
願
を
立
ッ
と
し
法
華
経

弘
通
の
覚
悟
を
表
明
し
た
の
と
は
質
を
異
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
手
が
か
り
を
ど
こ
に
求
め
よ
う
と
す
る
の
か
が
、
本
試
論
の
目
的
と
い
え
よ
う
。

「
本
ト
願
を
立
ツ
」
考
ハ
望
月
）
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山
川
智
応
博
士
は
『
関
目
鈴
講
話
』
の
中
で
、

「
本
ト
願
を
立
と
に
つ
い
て
、

「
大
願
を
立
て
よ
う
」
と
文
釈
し
、
更
に
、
「
立
宗
閲

教
の
は
じ
め
の
叫
び
で
あ
っ
た
清
澄
山
最
初
説
法
の
前
、

お
そ
ら
く
は
建
長
五
年
の
春
、
叡
山
か
ら
下
り
た
ま
う
た
時
に
、
決
定
せ
ら
れ

た
御
普
願
で
あ
ら
う
と
お
も
は
れ
る
」
と
し
た
上
で
、
「
此
の
本
願
が
ま
し
ま
し
た
れ
ば
こ
そ
、
三
十
年
の
大
迫
難
の
中
を
一
歩
も
退
き

《

3
〉

た
ま
は
ず
」
す
す
ま
れ
た
の
だ
と
義
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
大
願
を
立
て
よ
う
」
と
の
文
釈
の
理
解
は
他
の
諸
師
に
も
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
室
住
一
妙
教
授
も
同
様
で
『
関
目
妙
に
聞
く
』
の
中
で
、

（

5
〉

で
あ
り
ま
す
」
と
し
て
、
大
願
と
し
た
上
で
、
山
川
博
士
の
よ
う
に
、
こ
の
大
願
が
建
長
五
年
に
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。

「
そ
こ
で
私
は
、
二
十
年
前
、
願
を
立
て
た
の
で
す
」

「
不
滅
の
大
願

こ
の
「
本
ト
願
を
立
ッ
」
を
大
願
と
見
る
の
は
、
『
録
内
啓
蒙
』
に
も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
大
願
を
立
γ
等
」
と
し
た
上
で
、
「
次
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下
の
御
文
体
即
大
願
ノ
体
ナ
リ
、
板
本
ニ
立
γ
ニ
ト
ア
リ
、

ニ
ノ
仮
名
非
ナ
リ
、
又
一
本
ニ
立
ヨ
ト
点
シ
テ
、
下
知
ノ
言
－
一
周
タ
ル
、
亦

非
ナ
リ
、
御
自
身
ノ
願
ヲ
挙
玉
ヒ
、
下
ノ
用
ヒ
ジ
ト
ナ
リ
ト
云
句
ユ
テ
、
先
死
身
ノ
願
ヲ
結
シ
玉
ヒ
、
我
レ
日
本
国
ノ
柱
ト
ナ
ラ
ン
ト
云

ヘ
ル
下
ニ
テ
、

〈

6
〉

欺
」
と
し
て
、
大
顕
で
あ
り
、
死
身
ノ
願
ト
シ
、
日
蓮
聖
人
の
弘
法
の
大
願
を
示
し
た
も
の
だ
と
な
し
て
い
る
。

弘
法
ノ
願
ヲ
述
玉
ヘ
リ
、

大
願
ノ
大
ノ
字
、

本
ノ
字
ニ
作
レ
ル
ヲ
語
式
－
一
正
ト
セ
リ
、

サ
レ
ト
モ
大
ノ
字
選
テ
穏
ナ
ル

清
水
竜
山
教
授
は
、
見
宝
塔
品
の
六
難
九
易
中
「
の
此
為
難
事
宜
発
大
願
」
と
あ
る
文
に
応
じ
て
「
大
願
を
立
て
ん
乃
至
種
々
の
大
難
出

来
す
と
も
乃
至
其
外
の
大
難
風
の
前
の
塵
な
る
べ
し
乃
至
普
ひ
し
願
破
る
べ
か
ら
ず
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
更
に
『
阿
仏
房
御
書
』
『
上

野
殿
御
返
事
』
等
の
御
番
を
挙
げ
て
、
本
願
で
は
な
く
大
顕
で
あ
り
、

「
御
真
跡
に
万
に
一
つ
「
本
願
」
と
あ
っ
た
と
し
て
も
、
恐
ら
く

は
御
筆
誤
で
で
も
あ
っ
て
、
須
く
「
大
願
」
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
、
「
本
ト
願
を
立
ッ
」
は
「
大
願
を
立
つ
」
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら



な
い
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
、

『
破
良
観
等
御
書
』
に
「
本
よ
り
の
願
」
云
々
の
句
が
見
え
、
こ
れ
が
「
本
願
」
に
似
て

願
」
と
は
、

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
が
「
清
澄
入
山
し
て
虚
空
蔵
菩
薩
の
宝
前
に
立
願
せ
ら
れ
た
時
の
述
懐
で
、

「
経
祖
典
に
は
絶
え
て
「
本
願
」
と
い
ふ
名
詞
は
な
い
叫
と
し
て
、

「
本
よ
り
の

「
其
時
己
来
の
願
」
の
こ
と
で
」
あ
り
、

「
本
願
」
と

な
し
て
い
る
の
は
真
意
に
心
付
か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
な
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
本
ト
願
を
立
こ
な
の
か
「
大
願
を
立
つ
」
な
の
か
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
御
真
跡
の
な
い
今
は
、
小
川
泰

堂
居
士
の
行
跡
は
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
。

す
な
わ
ち
「
大
願
を
立
て
よ
う
」
と
文
釈
さ
れ
た
山
川
智
応
博
士
も
、
「
御
真
跡
は
、
も
と
本
願
と
あ
り
し
が
如
し
。
泰
堂
居
士
の
『
御

遺
文
録
』
稿
本
み
な
本
願
と
な
り
居
れ
り
。
居
士
は
、
不
審
の
字
は
、
御
真
跡
に
対
照
し
た
り
と
あ
れ
ば
な
り
。
但
し
正
本
対
校
せ
り
と

い
ふ
乾
師
の
本
に
基
づ
け
る
稲
田
師
の
「
全
集
」
に
は
、
『
大
願
』
と
あ
り
。
今
は
大
願
に
従
ふ
も
、
泰
堂
居
士
の
『
本
願
』
の
方
、
真
な

り
し
に
あ
ら
ず
や
と
考
ふ
る
な
り
」
と
の
べ
て
い
る
。
博
士
が
「
此
の
本
願
が
ま
し
ま
し
た
れ
ば
」
と
い
う
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
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こ
れ
を
う
け
て
田
中
芳
谷
師
は
、
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
、
こ
の
言
葉
は
、
古
来
、
多
く
の
刊
本
に
お
い
て
「
大
願
を
立
て
ん
」
と

な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
小
川
泰
堂
居
士
が
明
治
五
年
、
身
延
山
の
宝
蔵
に
入
り
、
御
真
跡
と
対
照
せ
ら
れ
、

「
大
願
」
は
「
本
願
」
と
記
る
さ
れ
て
い
た
の
で
、

「
本
」
と
朱
正
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
稿
訂
本
が
出
版
せ
ら
れ
た
の
は
、
居
士
の
没
後

で
縁
故
の
離
れ
た
方
面
で
手
が
け
ら
れ
た
た
め
、
こ
の
朱
正
は
と
り
入
れ
ら
れ
ず
、
従
前
通
り
「
大
」
と
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が

ハ9
v

昭
和
定
本
編
纂
に
あ
た
り
、
本
来
の
真
筆
の
型
に
あ
ら
た
め
ら
れ
「
本
ト
願
を
ッ
立
」
と
い
う
文
に
も
ど
さ
れ
た
、
と
い
う
い
き
さ
つ
を
示

し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
「
本
」
で
あ
っ
た
の
か
「
大
」
で
あ
っ
た
の
か
意
見
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
の
如
何
は
小
川
泰
堂
居
士
の
朱

「
本
ト
願
を
立
ツ
」
考
〈
望
月
〉
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正
の
件
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
、
清
水
竜
山
教
授
の
よ
う
に
、

「
本
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
誤
筆
だ
と
す
る
意
見
も
あ
る
こ
と

を
知
り
う
る
。

と
こ
ろ
が
、
茂
岡
井
教
亨
教
授
は
『
関
目
抄
講
讃
』
の
中
で
、

「
本
ト
願
を
立
ッ
」
に
つ
い
て
、
昔
は
「
本
願
を
立
つ
」
を
「
大
願
を
立

て
ん
」
と
あ
り
ま
し
た
が
、

「
大
願
を
立
て
ん
」
と
こ
れ
か
ら
立
て
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
も
と
願
を
た
て
た
の
で
す
か
ら
、
三
十
二

才
の
時
に
お
立
て
に
な
っ
た
願
だ
と
思
い
ま
す
、
と
、
山
川
博
士
、
室
住
教
授
と
同
じ
意
見
を
の
べ
な
が
ら
も
、

「
普
通
の
解
釈
で
す
と

日
蓮
聖
人
の
自
覚
的
主
体
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
発
願
、
立
願
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
こ
う
見
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
宗

祖
自
ら
柱
と
か
、
限
目
と
か
、
大
船
と
い
う
事
を
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
そ
こ
の
中
に
法
華
経
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、

「
『
本
尊

紗
』
式
に
言
う
な
ら
ば
、
釈
尊
の
因
行
果
徳
の
二
法
が
譲
与
さ
れ
て
い
る
回
避
と
い
う
私
が
」
と
い
う
こ
と
で
、

「
我
の
中
に
は
法
華
経

の
自
己
実
現
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
法
華
経
が
末
法
と
い
う
時
を
選
ん
で
い
る
の
で
す
。

法
華
経
が
末
法
と
か
か
わ
り
を
も
つ
の
で
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す
」
と
し
な
が
ら
、

「
そ
の
世
界
で
発
願
さ
れ
立
願
さ
れ
」
た
も
の
で
、
こ
の
我
は
「
法
華
経
の
行
者
日
蓮
で
」
、

「
単
な
る
安
州
の
日

蓮
と
い
う
個
我
で
は
な
く
て
、

界
に
お
け
る
わ
た
く
し
」

と
し
て
、 回

避
法
師
と
言
わ
れ
る
歴
史
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
歴
史
的
世
界
に
な
り
ま
す
。
歴
史
的
世

円却〉

そ
れ
故
に
こ
そ
「
本
ト
願
を
立
ッ
」
と
書
か
れ
た
の
だ
と
し
て
い
る
。

と
ら
え
て
、

す
な
わ
ち
、
こ
の
茂
田
井
教
授
の
ご
理
解
は
、
写
実
的
に
は
日
蓮
聖
人
の
ご
生
涯
の
事
実
と
し
て
と
ら
え
な
が
ら
も
、
法
華
経
と
日
蓮

聖
人
の
聞
に
、

い
わ
ゆ
る
射
影
と
照
射
と
の
関
係
が
見
ら
れ
、

そ
れ
故
に
こ
そ
、
時
間
を
超
え
た
宗
教
的
な
「
本
ト
願
」
と
し
て
と
ら
え

る
昇
華
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
茂
岡
井
教
授
の
と
ら
え
方
は
、
実
に
重
要
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
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哲
願
（
本
願
〉
と
い
う
の
は
同
肖
g
E
F官
”
を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

MMg
前
に
、
先
に
、
曽
て
の

意
を
も
っ
前
置
調
に
昆
門
出
品
目
ω
保
存
、
貯
蔵
、
宝
、
願
な
ど
の
意
を
も
っ
名
詞
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
、
眠
想
、
普
願
な
ど
の
意

を
も
ち
、
普
願
、
本
願
な
ど
と
漢
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
語
は
次
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
。
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〈
舎
利
弗
よ
、
か
の
尊
い
等
正
覚
の
華
光
如
来
は
、
三
乗
に
関
し
て
法
を
説
く
で
あ
ろ
う
。
舎
利
弗
よ
、
か
の
如
来
は
劫
潟
に
は
出
現
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し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
願
の
力
に
よ
っ
て
法
を
説
く
で
あ
ろ
う
。
〉

す
な
わ
ち
、
舎
利
弗
が
将
来
な
る
で
あ
ろ
う
華
光
如
来
も
、
釈
尊
と
同
じ
よ
う
に
一
仏
乗
を
三
乗
に
分
別
し
た
法
を
説
く
が
、
劫
濁
の

時
に
は
出
現
し
な
い
が
、
華
光
如
来
が
持
つ
本
願
力
に
よ
っ
て
法
を
説
く
で
あ
ろ
う
と
し
て
お
り
、
本
願
同
M

門
店
広
『
仰

S
の
力
が
説
示
に

強
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
妙
法
華
経
は
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
、

（
盟
〉

華
光
如
来
亦
以
三
ニ
乗
－
教
－
－
化
衆
生
－
。
舎
利
弗
。
彼
仏
出
時
雄
レ
非
＝
怒
世
百
以
＝
本
願
－
故
説
三
ニ
乗
法
－
。

と
し
、
正
法
華
経
は
、

蓮
華
光
正
覚
亦
当
2

承
統
説
三
ニ
乗
法
－
。
而
仏
説
法
具
足
一
劫
。

所
レ
可
ν演
レ
経
示
－
一
奇
特
願
－
。

と
し
て
い
る
。
か
の
仏
が
劫
濁
に
は
出
現
し
な
い
と
い
う
党
文
法
華
経
の
表
現
が
、
妙
法
華
経
で
は
悪
世
に
非
ず
と
雄
も
出
現
す
と
な
さ

「
本
ト
願
を
立
ツ
」
考
〈
望
月
〉
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れ
、
正
法
華
経
で
は
説
法
具
足
す
る
こ
と
一
劫
と
な
さ
れ
相
異
を
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

MMB色
色
V
営
ω
を
本
願
と
訳
し
、
奇
特
願
と
訳

し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
ov

奇
特
の
願
と
い
う
の
は
、
普
通
で
は
な
い
願
と
い
う
こ
と
を
示
す
が
、
本
願
句

gtav官
”
が
単
な

る
願
で
は
な
く
、
仏
の
深
い
心
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
更
に
舎
利
弗
へ
の
授
記
に
先
立
っ
て
、
こ
の
本
願
に
つ
い
て
、
わ
れ
は
昔
、
曽
て
二
万
億
の
仏
の
所
に
お
い
て
放
を
教
化
し
、

と
し
た
上
で
釈
尊
は
、

汝
亦
長
夜
随
レ
我
受
弘
子
。
我
以
－
－
方
便
一
引
＝
導
汝
一
故
。
生
＝
我
法
中
－
。
舎
利
弗
。
我
背
教
宮
古
夜
志
＝
願
仏
道
一
。
汝
今
悉
忘
。
而
便
自
謂
三

omv 

己
得
－
一
滅
度
一
。
我
今
還
欲
レ
令
三
度
億
二
念
本
願
所
行
道
－
故
。

妙
法
蓮
華
教
菩
薩
法
仏
所
謎
念
の
法
華
経
を
説
く
の
だ
と
諮
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
本
願
所
行
進
の
本
願
は
、
仏
の
本
願
で
は
な
く
、

舎
利
弗
の
本
顕
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
が
、
発
文
法
華
経
は
、
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〈
舎
利
弗
よ
、
汝
は
長
夜
に
私
に
学
ん
だ
。
舎
利
弗
よ
、
汝
は
か
の
菩
薩
の
計
画
、
菩
薩
の
神
秘
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
で
私
の
教
え
の

中
に
生
ま
れ
た
。
舎
利
弗
よ
、
汝
は
か
の
菩
薩
の
立
場
に
よ
っ
て
、
前
世
の
所
行
と
本
願
を
、
菩
薩
の
計
画
と
菩
麓
の
神
秘
を
思
い
お

こ
さ
な
い
で
、
私
は
滅
度
し
た
と
考
え
て
い
る
。
舎
利
弗
よ
、
汝
に
私
は
前
世
の
所
行
と
本
願
と
智
慈
の
回
想
を
思
い
お
こ
さ
せ
よ
う



と
欲
し
て
：
：
：
〉

と
な
し
て
法
華
経
を
説
い
た
と
し
て
い
る
。
舎
利
弗
が
昔
、
仏
に
し
た
が
っ
て
仏
道
を
志
願
し
た
と
い
う
の
は
、

UZH14MWWω
告
の
釦
M

．
M
『
仰
’

胃

g
E
V官
g
を
訳
し
た
も
の
で
、
志
願
と
は
司
自
色
舎
営
仰
の
こ
と
で
、
舎
利
弗
が
前
世
に
お
こ
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
願
所
行
の

道
を
憶
念
せ
し
め
ん
と
欲
し
て
と
い
う
の
も
、
司
ロ
コ
州
WARM品
，
胃

g
E
Z
Sム
お
昆
ロ
ロ

g
a
z
gを
－
訳
し
た
も
の
で
、
本
願
と
は
胃
E

SEFEω
の
こ
と
で
、
舎
利
弗
が
前
世
に
お
こ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
妙
法
華
経
に
よ
り
志
願
と
訳
し
本
願
と

訳
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
と
も
に
同
一
の
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
は
前
世
に
お
い
て
長
夜
に
仏
の
御
許
で
学
び
そ
こ
で
立
て
た
顕
で
あ
り
、

法
華
経
は
そ
の
こ
と
を
忘
却
し
て
い
る
の
で
、
思
い
お
こ
さ
せ
る
た
め
に
説
か
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
更
に
は
、
こ
の
本
願
は
菩

躍
の
立
場
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
か
ら
、
舎
利
弗
が
そ
れ
を
想
起
し
な
か
っ
た
の
は
、
前
世
で
の
所
行
と
本
願
と

を
忘
却
し
、
自
ら
声
聞
と
し
て
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
願
と
い
う
の
は
、
前
世
に
お
い
て
仏
に
教
導
を
う
け
る
と
い
う
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
、
そ
の
前
世
で
仏
に
対
し
て
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立
て
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
今
世
に
お
い
て
自
己
と
仏
と
の
か
か
わ
り
合
っ
た
本
願
を
思
い
お
こ
す
こ
と
が
肝
要
な
こ

と
と
思
わ
れ
る
。

4 

本
願
（
普
願
〉
同

vg包
内
出
品
ロ
mw

の
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
使
わ
れ
か
た
を
ふ
ま
え
た
と
こ
ろ
で
、
法
華
経
の
中
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い

る
本
願
〈
普
願
〉
の
種
々
相
を
次
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

方
便
品
に
お
い
て
一
仏
乗
を
説
示
し
た
仏
は
、
諸
仏
如
来
は
但
、
菩
薩
の
み
を
教
化
し
た
ま
う
こ
と
を
不
問
不
知
の
者
は
仏
弟
子
に
非

「
本
ト
願
を
立
ツ
」
考
ハ
望
月
）
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ず
と
し
た
上
で
、
比
丘
比
丘
尼
で
、

自
謂
下
巳
得
＝
阿
羅
漢
一
是
最
後
身
究
覚
程
般
m
h
。
使
不
＝
一
復
士
山
－
－
求
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
－

こ
の
よ
う
な
人
は
増
上
慢
出
v
E
B智
跨
仰
の
人
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
志
求
に
つ
い
て
党
文
法
華
経
は
、

vv跨噸
R
品

σ
E
’

s
s：
仰

4
E詩
句

g
句

B
S
E
q脚
色

g
s
g円
身
仰
召

g
g
ヨ－
7
8召
σ。舎
g
u
g包
舎
宮
m
g
S
R日
間
吋
宮
司

R
O
V
E
8

．mg山

富島
a
E
4
E包箆・～．

〈
比
丘
比
丘
尼
が
阿
羅
漢
に
達
し
た
と
し
て
、
無
上
等
正
覚
を
得
た
い
と
の
本
願
を
も
た
な
い
で
、
私
は
仏
乗
に
は
縁
が
な
い
と
：
・
〉

と
し
て
、
志
求
が
本
願
〈
普
願
〉
句

B恒
E
F仰
口
”
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
仏
の
願
い
は
但
教
化
菩
薩
で
あ
る
か
ら
、
仏

乗
を
求
め
よ
う
と
し
な
い
者
、
そ
の
よ
う
な
本
願
に
生
き
よ
う
と
し
な
い
者
は
増
上
慢
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

我
本
立
－
一
普
願

如
－
－
我
背
所
願
一

一
切
衆
生
を
仏
道
に
入
ら
し
め
た
と
し
て
い
る
が
、
党
文
法
華
経
は
、

欲
レ
令
三
切
衆

如
レ
我
等
無
p
異

今
者
己
満
一
時
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し
て
備
の
中
に
お
い
て
、

が
諮
ら
れ
、

ヨ
笹
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w
g
旬
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身
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m
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ω
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1
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自
ω
F
Eヨ
g
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E
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g
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g
胃
島
忠
ミ
仰
包

〈
曽
て
私
が
見
、
考
え
、
決
意
し
た
よ
う
に
、
私
の
本
願
は
完
全
に
満
た
さ
れ
た
。
仏
と
し
て
悟
り
を
私
は
説
く
〉

と
し
て
、
所
願
が
本
願
句

B包
仏
何
回

mg仰
の
訳
で
あ
り
、
我
本
立
哲
願
は
意
訳
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
本
顧
は
、

仏
が
普
か
ら
抱
い
て
い
る
顕
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

方
便
品
に
お
い
て
は
も
う
一
箇
所
、



諸
仏
本
審
願

我
所
行
仏
道

普
欲
ν令
三
衆
生

〈

mv

亦
同
得
－
一
此
道
一
ー

の
語
が
見
ら
れ
る
。
党
文
法
華
経
は
、

OW0
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2
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g
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召

宵
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g
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v
R
B
R官
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S
m需
品
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宮
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g肉
色
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向
山
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印

σ
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E
3
a
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s
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s

－－

（
法
を
聞
い
て
仏
と
な
ら
な
い
も
の
は
一
人
も
い
な
い
。
悟
り
の
た
め
に
行
じ
、
人
を
し
て
も
行
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
が
如
来
た
ち
の
本

顕
で
あ
る
〉

と
し
て
、
諸
仏
の
本
願
は
一
切
の
衆
生
を
仏
と
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、
妙
賛
同
様
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
仏

の
本
願
の
何
た
る
か
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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そ
し
て
普
喰
品
で
は
、
前
掲
の
引
用
文
に
引
き
続
い
て
、
舎
利
弗
に
記
前
を
与
え
、
仏
は
悪
世

W色
目
話
1Wω
私
uB
に
は
出
現
し
な
い
と

し
な
が
ら
、

〈剖〉

以
－
－
本
願
－
故
説
－
ニ
ニ
乗
法
－

と
し
て
お
り
、
党
文
法
華
経
も
、

《お｝

削

W
E
Hロ同
M
g但
向
島
町
仰

g
，g
窓口
ω向

日

FRBω
召
品

0
2
1噸
百
件
目

〈
し
か
し
、
本
願
の
力
に
よ
っ
て
法
を
説
く
で
あ
ろ
う
。
〉

と
し
て
、
三
乗
に
は
言
及
し
な
い
が
、
仏
は
本
願
力
に
よ
る
説
示
を
展
開
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
の
説
法
も
本
願
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

五
百
弟
子
受
記
品
の
中
に
は
、
富
楼
那
が
諸
大
弟
子
に
仏
が
記
蔚
を
し
た
こ
と
を
た
た
え
、
考
え
た
こ
と
を
の
ベ
、
仏
が
そ
れ
を
う
け

「
本
ト
願
を
立
ツ
」
考
〈
望
月
〉
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て
宮
楼
那
に
つ
い
て
諮
り
、
千
二
百
の
阿
羅
漢
の
所
念
を
知
っ
た
仏
は
迦
業
に
む
か
い
彼
等
に
も
記
溺
を
与
え
る
こ
と
を
つ
げ
、
更
に
五

百
の
阿
羅
漢
に
も
記
蔚
を
与
え
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
五
百
の
阿
羅
漢
は
喜
び
衣
裏
繋
珠
の
喰
を
語
り
、
仏
は
菩
護
た
り
し
時

に
わ
れ
等
を
教
化
せ
ら
れ
た
が
、
私
達
は
知
ら
ず
覚
ら
ず
、
阿
羅
漢
と
い
う
小
さ
な
悟
り
で
満
足
し
、
貧
乏
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
。
し

か
し
、

内部〉

一
切
智
願
猶
在
不
ν失

と
語
っ
て
い
る
。
党
文
法
華
経
は
、

G副
一
v

ω均
三
宮
ム
回
一
凹

g
d吋

怠
向
島

E
S
S
E＆
t
g噸
m
o
E
s
a
u『

g
s
a
g
s
ω
g
S制官
S
5
8召一
g
S
3
B
E忠

ハ
一
切
智
者
の
知
へ
の
本
願
が
常
に
失
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
世
尊
よ
如
来
に
よ
っ
て
我
々
は
悟
ら
さ
れ
ま
し
た
。
〉

( 54 ) 

と
し
て
い
る
か
ら
、
妙
法
華
経
が
説
く
願
は
本
願
の
こ
と
で
あ
り
、
．
以
前
（
前
世
〉
か
ら
本
願
が
あ
っ
た
の
に
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
で
い

た
。
今
初
め
て
気
づ
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
失
な
わ
れ
ず
に
来
た
た
め
に
記
茄
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

授
学
無
学
人
記
品
で
は
、
阿
難
に
記
那
を
与
え
た
仏
が
、
釈
尊
と
阿
難
と
は
と
も
に
空
王
如
来

UVRBaagmwvvu己
amaRMFV

の
も
と
で
無
上
等
正
覚
へ
の
心
を
発
し
、
釈
尊
は
勇
気
を
出
し
て
精
進
し
た
が
、
阿
難
は
絶
え
ず
教
え
の
多
聞
を
ね
が
っ
た
。
こ
の
ち
が

い
で
釈
尊
は
非
常
に
早
く
仏
と
な
り
得
た
が
、
阿
難
は
再
び
そ
の
釈
尊
の
も
と
で
教
え
を
謎
持
し
法
蔵
を
護
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、

記
蔚
を
与
え
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
妙
法
華
経
は
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
、

阿
難
護
－
一
持
我
法
－
o
亦
護
－
－
将
来
諸
仏
法
蔵
一
。
教
＝
化
成
三
就
諸
菩
薩
衆
－
。
其
本
願
如
レ
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（
叉
、
阿
難
尊
者
は
諸
仏
・
世
尊
た
ち
の
妙
法
の
蔵
の
護
持
者
で
あ
っ
た
。
又
、
善
男
子
よ
、
菩
藍
た
ち
を
完
成
さ
せ
る
た
め
、
こ
れ

が
こ
の
善
男
子
の
本
顕
で
あ
っ
た
。
〉

と
の
ベ
て
、
阿
難
が
空
王
如
来
の
も
と
で
た
て
た
本
願
、
そ
れ
は
妙
法
を
護
持
し
、
後
の
菩
薩
た
ち
を
導
く
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
本
願
の
故
に
こ
そ
阿
難
は
記
前
を
う
け
得
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
、
阿
難
自
身
は
空
王
如
来
の
も
と
で

自
分
が
た
て
た
本
願
を
忘
失
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
故
、
妙
法
華
経
は
、
記
前
を
う
け
た
阿
難
が
喜
び
未
曽
有
な
る
こ
と
を
得
た
と
し

て、

〈却）

亦
識
－
－
本
願
－

と
し
て
い
る
が
、
党
文
法
華
経
は
、
阿
難
が
記
荊
を
得
、
仏
国
土
の
名
号
を
聞
い
て
、
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（
前
世
の
本
願
と
修
行
と
を
聞
い
て
、
満
足
し
、
勇
躍
し
、
大
歓
喜
し
、
喜
び
、
深
く
悦
意
を
生
じ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
に
、
彼
は

無
量
百
千
万
億
那
由
位
の
仏
た
ち
の
妙
法
と
自
身
の
前
世
の
本
願
と
を
思
い
お
こ
し
た
。
〉

前
世
で
自
ら
が
た
て
た
本
願
を
思
い
お
こ
し
た
こ
と
を
、
詳
し
く
の
べ
て
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
識
本
願
と
い
う
の
は
、

た
だ
識
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
前
世
で
の
自
ら
の
あ
り
方
を
明
白
に
思
い
お
こ
す
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
あ
る
が
故
に
記
前
が
与

え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
白
に
確
認
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

「
本
ト
願
を
立
ツ
」
考
〈
望
月
〉
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本
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法
師
品
か
ら
は
じ
ま
る
第
二
期
成
立
の
法
華
経
は
、
第
一
期
成
立
の
法
華
経
を
う
け
て
弘
経
の
道
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
法
師
品

は
、
本
願
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
う
け
て
、
更
に
そ
れ
を
す
す
め
て
、
次
の
よ
う
に
説
示
し
て
い
る
。

薬
王
菩
薩
に
因
せ
て
八
万
の
菩
薩
た
ち
に
、
妙
法
華
経
の
一
億
一
句
を
聞
い
て
一
念
随
喜
す
る
者
に
は
記
前
を
与
え
る
と
し
、
更
に
、

如
来
の
滅
後
に
法
華
経
の
一
偏
一
句
を
聞
い
て
一
念
随
喜
す
る
者
に
は
無
上
等
正
覚
の
記
前
を
与
え
る
と
し
、
法
華
経
の
一
一
備
を
受
持
・

読
・
諦
・
解
説
・
書
写
し
、
こ
の
経
巻
を
敬
い
視
る
こ
と
仏
の
如
く
に
し
、
種
々
な
供
養
の
事
を
な
す
者
は
、

《招〉

己
曽
供
＝
養
十
万
億
仏
－
。
於
－
－
諸
仏
所
－
成
－
－
就
大
願
－
。
感
－
－
衆
生
－
故
生
＝
此
人
問
、

の
で
あ
る
！
と
。
こ
れ
に
対
し
党
文
法
華
経
は
、
如
来
の
誠
後

U
R宮
町

4
g
に
法
を
聞
い
て
一
一
備
を
問
い
た
だ
け
で
も
、
随
喜
す
る
だ

け
で
も
無
上
等
正
覚
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
と
し
た
上
で
、
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〈
薬
玉
よ
、
か
の
善
男
子
善
女
人
等
は
、
百
千
万
億
那
由
他
に
み
ち
る
仏
た
ち
に
仕
え
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
薬
玉
よ
、
か
の
普

男
子
善
女
人
等
は
、
百
千
万
億
那
由
佑
の
仏
の
も
と
で
本
願
を
た
て
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
彼
等
は
）
衆
生
た
ち
へ
の
慾
み
の

た
め
に
こ
の
閲
浮
提
に
お
い
て
人
間
違
の
聞
に
再
生
し
た
と
、
知
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
〉

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
妙
法
華
経
と
党
文
法
華
経
の
表
現
と
に
大
差
は
な
く
、
と
も
に
法
華
経
を
聞
い
て
一
念
随
喜
す
る
者
は
、
無

量
の
仏
に
仕
え
、
そ
の
仏
た
ち
の
も
と
で
本
願
を
た
て
た
も
の
で
、
衆
生
を
感
む
た
め
に
人
間
と
し
て
再
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示



し
て
い
る
。
そ
し
て
妙
法
華
経
が
大
願
と
し
た
の
は
本
願
句

B
巳
品
目
品
ロ
ω
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
本
顕
で
あ
る
が
故
に
前

世
で
諸
仏
に
仕
え
、
そ
こ
で
た
て
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
叉
、
本
願
な
る
が
故
に
衆
生
を
感
み
再
生
し
た
と
い
わ
れ
る
こ

と
は
、
本
願
の
本
旨
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
法
師
品
は
こ
の
説
示
を
引
き
つ
い
で
更
に
、
法
華
経
を
受
持
・
読
・
請
・
解
説

・
書
写
す
る
者
は
、
大
菩
薩
で
あ
り
、
無
上
等
正
覚
を
成
就
し
た
け
れ
ど
も
、

円

M
V

哀
－
－
感
衆
生
－
願
生
－
－
此
問
－
。

と
し
て
、
生
＝
此
間
一
の
は
願
つ
て
の
上
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
党
文
法
華
経
も
こ
の
願
が
、
前
生
に
お
け
る
本
願
力
に
よ
る
も
の

だ
と
し
、
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と
し
て
、
願
っ
て
と
い
う
の
は
、
本
願
の
力
旬

g包
a
F
官制
T
Sお
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
世
間
を
感
み
、
衆
生
に
法
門
を
説
く
た
め
に
生

ま
れ
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
再
説
し
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
大
菩
薩
で
あ
る

S
S削宮
S
ム
Rω
宮
ハ
如
来
と
見
な
す
〉
と
い
わ

れ
る
が
、
発
文
法
華
経
は
、
如
来
の
使

S
S削官
g
ムロ
S
〈
如
来
の
使
者
〉
に
つ
い
て
、
人
間
世
界
に
再
生
し
た
こ
れ
ら
の
人
々
は
、

仏
国
土
へ
誕
生
す
る
の
を
か
え
り
み
ず
に
な
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
世
に
再
生
し
た
人
々

1
1仏
滅
後

に
法
華
経
を
受
持
・
読
・
諦
・
解
説
・
書
写
す
る
人
々

l
lに
対
し
て
、
法
華
経
が
払
っ
て
い
る
重
要
性
に
は
着
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
、
法
師
品
は
更
に
如
来
の
現
在
に
す
ら
猶
、
怨
族
多
し
、
況
ん
や
減
度
の
後
を
や
、
と
い
う
法
華
経
を
仏
滅
後
に
人
々
に
説

「
本
ト
願
を
立
ツ
」
考
ハ
望
月
）
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考
ハ
望
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〉

き
聞
か
せ
よ
う
と
す
る
人
々
は
、
諸
仏
に
護
念
せ
ら
れ
る
こ
と
を
得
る
と
し
、
そ
の
理
由
は
、

《お》

是
人
有
＝
大
信
力
及
志
願
力
諸
普
根
力
－

に
よ
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
党
文
法
華
経
も
同
じ
表
現
を
し
て
い
る
が
、
右
の
文
に
対
し
て
、

〈
明
訓
〉

匂

g
q
3
B山

W
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8
ω
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脚
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色

gvv”
amM可

制
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EEHω1B巴
mIEEヨ
g
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H
S
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3

8

（
彼
等
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
信
力
、
善
根
力
、
本
願
力
と
が
あ
る
。
〉

と
し
て
、
順
序
を
異
に
す
る
だ
け
で
、
同
じ
内
容
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、

〈窃）

在
レ
所
＝
存
立
－
己
身
還
問
。
諸
信
力
也
。
善
本
力
。
志
願
力
。

と
す
る
正
法
華
経
の
表
現
と
同
一
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
法
華
経
三
本
は
と
も
に
、
信
力
、
善
根
力
、
本
願
力
を
有
す
る
人
は
、
如
来
と

n掬
｝

共
に
宿
る
な
り
。
と
し
て
い
る
か
ら
、
仏
滅
後
に
法
華
経
を
説
く
と
い
う
人
は
、
前
世
に
お
い
て
仏
の
も
と
で
お
こ
し
た
本
願
力
を
思
い

( SB ) 

お
こ
し
、
仏
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
に
信
宵
包
－
S
H仰
じ
、
説
示
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

し
か
し
て
見
宝
塔
品
を
見
る
と
、
空
中

g
S
2
w溜
に
住
在
し
た
多
宝
如
来
に
つ
い
て
、
妙
法
華
経
は
、

〈伺》

其
仏
行
－
－
菩
薩
道
一
時
。
作
－
－
大
普
願
一
。

と
な
し
て
お
り
、
党
文
法
華
経
は
、
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（
か
の
世
尊
は
前
世
に
こ
の
本
願
が
あ
っ
た
。
〉

と
し
て
い
る
。
本
願
は
前
世
に
お
い
て
仏
の
も
と
で
た
て
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

既
説
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

多
宝
如
来
が
菩
薩

の
道
を
行
じ
た
時
に
た
て
た
大
誓
願
と
い
う
妙
法
華
経
の
言
葉
は
、

そ
れ
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
発
文
法
華
経
も
、

前
世
の
本
願
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〈
実
に
私
は
前
世
に
お
い

て
法
薩
の
修
行
を
行
っ
て
い
た
。
〉
と
し
て
い
る
か
ら
、
多
宝
如
来
の
行
菩
蕗
道
と
い
う
の
は
、
や
は
り
前
世
に
お
け
る
行
で
あ
る
こ
と

を
明
白
に
示
し
て
い
る
。

本
願
の
本
質
が
こ
こ
に
あ
る
故
に
、
仏
は
多
宝
如
来
が
法
華
経
の
会
座
に
出
現
し
た
の
は
、

ハ銅〉

是
多
宝
仏
有
＝
深
重
願
－
。

と
し
て
、
深
重
の
願
の
た
め
に
出
現
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
深
重
の
願
は
、
党
文
法
華
経
に
よ
る
と
、
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〈
等
正
覚
の
尊
い
世
尊
、
多
宝
如
来
に
は
重
要
な
本
願
が
あ
っ
た
。
そ
の
本
願
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〉

で
あ
り
、
法
華
経
が
説
か
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
法
華
経
を
聞
く
た
め
に
出
現
す
る
の
だ
、
と
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
仏
も
ま
た

前
世
の
本
願
に
よ
っ
て
行
動
を
お
こ
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
見
宝
塔
品
の
備
の
中
に
お
い
て
も
、

（

mw）
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（
前
世
の
世
に
お
い
て
修
め
た
こ
の
指
導
者
の
本
願
は
、
彼
が
完
全
な
浬
撲
に
入
っ
た
後
で
も
十
方
の
あ
ら
ゆ
る
世
間
に
求
め
ら
れ
る

ハ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
〉

と
の
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
多
宝
如
来
の
本
願
も
前
世
に
た
て
た
も
の
で
、
そ
の
本
願
の
故
に
法
華
経
の
会
座
に
出
現
し
た
こ
と
は
明
白

「
本
ト
顕
を
立
ツ
」
考
ハ
望
月
〉
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で
あ
る
。

そ
し
て
勧
持
品
を
見
る
と
、
摩
詞
波
閣
波
提
、
耶
輸
陀
羅
比
丘
尼
に
記
蔚
を
与
え
た
仏
に
対
し
、
八
十
万
億
那
由
他
の
菩
薩
た
ち
は
如

何
に
す
べ
き
で
あ
る
か
、
と
考
え
て
、
仏
前
で
仏
誠
後
に
法
華
経
を
説
き
ま
し
ょ
う
と
替
の
言
葉
を
の
べ
る
が
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
で
、
こ

の
菩
薩
た
ち
の
心
に
ふ
れ
て
、

〈
岬
引
〉

欲
＝
一
自
満
－
－
本
願
－
。
便
於
－
－
仏
前
一
作
＝
師
子
帆
－
。
而
発
ν普
言
。

と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
党
文
法
華
経
の
表
現
は
、
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色

g
t
B
e
g
s
a
g
g
ω
自
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（
自
身
の
前
世
で
の
修
行
と
本
願
と
に
よ
っ
て
、
世
尊
に
む
か
つ
て
獅
子
耽
を
な
し
た
。
〉

と
あ
る
。
妙
法
華
経
が
欲
自
本
願
と
な
し
た
中
の
自
本
願
は
、
菩
謹
た
ち
自
ら
が
前
世
に
お
い
て
た
て
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ

( 60 ) 

れ
が
修
行
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
。

5 

以
上
の
こ
と
に
つ
い
て
整
理
を
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

品

名

妙
法
華
経
訳

正
法
華
経
訳

本

願

主

方

便

ロ
ロロ

士ゆ

求

志

求

比
丘

比
丘
尼

哲

願

志

願

仏

本

哲

願

本

所

願

仏



勧 見 法 授 五 普

学 百

宝 無 弟

持 師 A寸且品ー－ 子 喰

塔 人 授

記 記

品 品 品 品 品 品

本 本 深 大 志 大 本 本 本 本 本 志

重 普 願 願 願

願 願 願 願 力 願 願 願 願 願 願 願

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

平 本 発 志 所 立 本 雅 志 奇 奇 本 本

等
普

亦
願 行 特 特

之 自

願 哲 願 力 願 願 願 願 願 願 願 行 願

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

菩 多 多 多 解 菩 一阿 阿 五 華 華 舎 舎

宝 宝 宝 念 百 光 光

如 如
言説 言随

羅 如 如
手リ 来。

麓 来 来 来 ぎ者 薩
盛）者喜

難 難 漢 来 来 弗 弗

( 61) 

妙
法
華
経
・
正
法
華
経
が
、
普
願
・
本
顧
・
大
願
・
志
願
・
志
求
等
と
訳
出
し
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
司
自
包
a
g
b
m
に
対
す
る
訳
語

「
本
ト
願
を
立
ツ
」
考
〈
望
月
〉



「
本
ト
顕
を
立
ツ
」
考
ハ
望
月
〉

で
あ
り
、
こ
の
胃

g
E
V
E”
を
立
て
た
も
の
は
、
仏
か
ら
菩
薩
、
比
丘
等
の
戸
閲
・
阿
羅
漢
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す

な
わ
ち
、
本
願

MMg巳仏
V
似
ロ
”
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
立
場
、
身
分
の
人
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
仏
と
の
か

か
わ
り
の
中
に
お
い
て
立
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
て
、

妙
法
華
経
に
よ
る
と
、

前
述
の
箇
所
以
外
に
お
い
て
も
、

本
願
、

大
願
等
の
訳
出
に
な
る
と
こ
ろ
を
見
る
こ
と
が
出
来

る
。
た
と
え
ば
、
五
百
弟
子
受
記
品
の
目
頭
で
は
、
富
楼
那
が
仏
の
説
示
、
声
聞
へ
の
授
記
、
宿
世
の
因
縁
の
事
を
聞
い
て
、
仏
を
見
つ

め
て
、
世
尊
は
甚
だ
奇
特
な
り
と
し
て
考
え
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
思
念
の
中
に
、

唯
仏
世
尊
。
能
知
－
－
我
等
深
心
本
願
可

と
い
う
一
語
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
焚
文
法
華
経
は
、

円

mw〉

S
S仙沼
g
雲仙
ω自
停
ω吾
首
包

S
依
削
号
制
喜
司
回
同

g，三宮
A
R
M可
側
同
官
。

ω

( 62 ) 

（
如
来
こ
そ
我
々
の
意
向
と
前
世
の
膜
想
に
よ
る
行
を
知
っ
て
お
ら
れ
た
。
〉

で
あ
っ
て
、
本
願

H
M
M
1
2

向
島
『
凶
ロ
仰
の
語
は
使
用
さ
れ
て
お
ら
な
い
が
、
意
向
忠
嗣
W
M『

ω
の
語
を
使
い
、
そ
れ
ら
が
前
世
間
M

ロ
H
S
に
か
か

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
如
来
は
意
向
と
い
う
我
々
の
心
の
あ
り
方
が
、
前
世
と
の
か
か
わ
り
の
中
に
お
い
て
あ

る
こ
と
を
明
白
に
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
て
見
宝
塔
品
末
の
傷
は
、
如
上
の
多
宝
如
来
は
前
世
に
お
い
て
立
て
た
本
願
唱

g
t
a
v
E”
の
故
に
入
滅
し
た
後
で
も
法
華
経

が
説
か
れ
る
在
々
所
往
に
出
現
す
る
説
示
を
う
け
て
、

其
多
宝
仏

難
－
－
久
滅
度
－

以
－
－
大
普
願
－

而
師
子
耽

と
し
、
多
宝
如
来
と
釈
尊
と
諸
の
化
仏
と
は
そ
の
意
を
知
る
べ
し
、



諸
仏
子
等

誰
能
護
レ
法

当
レ
発
＝
大
願
－

令
レ
得
＝
久
住
－

と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
す
る
党
文
法
華
経
は
、

3
H
E
2吋け
o
z
g召
σ邑
昏

各

胃

号

E
H
R
ω
E
g
g
s
－f
E
S
E－
ロ
脚
色
白
召
吟

50Sω
可
仰
ぐ
司
君
削

H
S
3告
WRO巴
3
S

一一

向

WVω
召
円
玄

5
3
g
v
m
g
E
H
O
S
M『

O
W
0
2
3伽

mmg
ロ
剛
志
広
忌

B
一
ミ
仰
ぐ
mw
一ωmwus
曾

g
z
sご
Egu昌
司
巳
品
件
可

Oロ件
g
，

E
S
R
5
3
g
2
3
5訟
E
L
J
V

（
実
に
正
覚
者
多
宝
尊
者
は
完
全
に
入
滅
し
た
が
、
こ
れ
の
決
意
を
な
す
も
の
の
獅
子
肌
を
聞
く
だ
ろ
う
。
第
二
番
目
の
私
も
、
こ
こ

に
集
ま
っ
て
来
た
何
千
万
の
指
導
者
た
ち
も
、
こ
の
法
門
を
説
示
し
よ
う
と
努
め
る
だ
ろ
う
勝
利
者
の
息
子
た
ち
か
ら
、
決
意
を
聞
く

だ
ろ
う
。
）
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と
し
て
、
本
願
句

B
包品目
H

仰
ロ
仰
の
語
を
使
用
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
法
華
経
を
聞
く
た
め
に
入
滅
後
で
も
出
現
し
よ
う
と
い
う
の
が

多
宝
如
来
の
本
願
胃

S
E広
量
で
あ
る
か
ら
、
妙
法
華
経
は
法
華
経
を
説
こ
う
と
決
意

d
g
g仰
志
し
た
も
の
の
決
意
を
、
前
世
に

お
い
て
仏
の
前
で
立
て
た
決
意
と
と
ら
え
、
そ
れ
故
に
こ
そ
多
宝
如
来
の
本
願
を
う
け
と
め
る
も
の
と
し
て
大
番
願
、
大
願
の
訳
と
し
た

来
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
い
う
決
意
ぐ
吋

ω
g
ω
a．m－
（
大
番
願
・
大
願
〉
は
本
願
胃
怠
向
島

E
S－
か
ら
生
み
出
さ
れ
て

門田》

そ
れ
故
に
、
法
華
経
を
説
く
こ
と
は
難
事
だ
と
な
し
て
、
妙
法
華
経
は
「
宜
レ
発
＝
大
願
こ
と
な
し

円同
v

一
切
の
衆
生
を
慰
ん
で
、
指
導
者
た
ち
が
困
難
な
立
場
を
耐
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
よ
v

と
な

て
い
る
。
党
文
法
華
経
は
、
善
男
子
よ
、

し
て
お
り
、
大
願
が
唱

g
包
門
出
品
ロ
俗
で
あ
る
こ
と
は
示
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
心
の
あ
り
方
は
前
述
の
事
情
に
よ
り
本
願
胃

S
E
v
g
”

の
あ
り
方
と
妙
法
華
経
は
と
ら
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
衆
生
を
感
ん
で
出
場
し
た
の
は
、
法
師
ロ
聞
に
よ
る
と
前
世
に
お
け
る
本
願

「
本
ト
願
を
立
ツ
」
考
〈
望
月
〉



「
本
ト
願
を
立
ツ
」
考
ハ
望
月
〉

門出】

胃怠同一向田
M
M

帥
口
”
に
よ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
お
け
る
決
意
、
そ
れ
こ
そ
は
仏
が
衆
生
に
対
し
て
求
め
る
も
の
で
、
自
己
が
前

世
に
お
い
て
仏
に
対
し
て
立
て
た
本
願
司
自
包
a
v
E
m
遂
行
の
生
き
方
を
求
め
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〈邸〉

こ
の
よ
う
な
あ
り
方
に
対
し
、
勧
持
品
の
冒
頭
で
五
百
の
阿
羅
漢
が
受
記
を
得
て
仏
に
語
っ
た
「
我
等
亦
自
寄
顕
」
の
旬
、
及
び
、
安

〈町）

楽
行
品
官
頭
の
文
殊
師
利
が
仏
に
語
っ
た
「
敬
－
一
順
仏
－
故
発
＝
大
普
願
乙
の
句
に
お
け
る
普
願
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「

g
ヨB
ω
立

σ宮
岡
守

円

割

〉

《

印

》

ぐ

gロ
E
g
g
s削

wE」
「

zgo合
ω召

σ
g
m仰
ぐ
仰
件

0
m
g
g
g
g」
（
世
尊
を
尊
重
す
る
た
め
に

〈
世
尊
よ
我
々
は
耐
え
ま
し
ょ
う
）

耐
え
ま
し
た
〉
と
さ
れ
て
お
っ
て
、
本
願

UH・ωaaHH削
口
”
の
語
が
使
わ
れ
て
お
ら
な
い
し
、
こ
の
耐
え
る
と
い
う
の
が
本
願
に
か
か
わ
る

も
の
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
先
の
も
の
は
仏
が
仏
の
本
質
、

仏
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る
の
に
、

こ
こ
で
は
阿
羅

漢
、
文
殊
師
利
の
言
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
、
耐
え
忍
ぶ
と
い
う
心
の
あ
り
方
が
、
仏
滅
後
の
法
華
経
説
示
に
肝
要
な
あ
り
方
と
は
考

え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

( 64 ) 

6 

後
に
お
い
て
の
弘
経
の
仕
事
を
付
属
せ
ら
れ
た
と
な
さ
れ
て
い
る
が
、

法
華
経
は
声
聞
や
在
世
の
菩
薩
た
ち
の
弘
経
の
願
い
に
対
し
、
こ
れ
を
許
さ
れ
ず
に
地
涌
の
菩
薩
を
召
し
出
さ
れ
て
、
こ
れ
に
仏
の
減

《伺》

「
在
＝
比
裟
婆
世
界
之
下
。
此
界
虚
空
中
－
住
」

地
涌
の
菩
麗
は

《
侃
）

「司
0
．ω芯
ヨ

g
m
v
p耳
忌
守
山
『
問
自
主
宮
得
仙
宮
l
島

g
s
z
i
v
R
S民
ωgω
」
〈
そ
の
時
、
こ
の
大
地
に
お
け
る
虚
空
界
に
住
し
て

【偲〉

い
た
〉
と
さ
れ
、
弥
勤
ら
の
疑
に
対
し
て
、
「
汝
等
一
心
信
我
従
－
－
久
遠
一
来
教
－
－
化
是
等
衆
こ
「
蜘

2
包
容
m
W
8
3
0
g
ω
自
ω
宵
怠
1

〈回〉

e
a
v包
F4ωB
一
0
4
3
a
gヨ
胃

S
S
自
身
仰
．
m
g
’v
a
E
3包
宮
島
訟
の
鈴
民
自
宅
島
a
g
m
R
S
＝
」
ハ
聞
い
て
一
切
の
者
は

私
を
信
ぜ
よ
。

こ
の
よ
う
に
私
に
よ
っ
て
昔
に
最
高
の
覚
り
は
得
ら
れ
た
。
私
に
よ
っ
て
一
切
の
者
は
成
就
せ
ら
れ
た
〉

と
な
さ
れ
て



い
る
。
こ
の
説
示
は
久
遠
突
成
に
つ
な
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

地
涌
の
菩
薩
ら
は
久
遠
の
昔
か
ら
地
下
の
虚
空
位
内
仰
釘
に
住
す
る
も

の
で
、
そ
の
時
か
ら
仏
に
よ
っ
て
教
化
さ
れ
て
来
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

久
遠
よ
り
こ
の
方
。
町
曲
目
、

教
化
を
う
け
最
高
の
覚
り
を
与
え
ら
れ
、
後
の
世
の
教
化
の
た
め
に
成
熟
さ
れ
て
来
て
い
た
の
が
地
涌
の
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

前
世
か
ら
仏
に
縁
を
持
ち
、

仏
と
倶
に
歩
ん
で
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
、

そ
の
人
々
が
仏
の
滅
後
の
世
の
た
め

に
成
熟
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
た
め
に
準
備
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
こ
れ
は
仏
の
本
願

ustm出
品
口
”
を
う
け
つ

ぎ
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
虚
空
包
nmwE
の
語
は
一
切
を
包
み
こ
む
仏
の
心
の
拡
が
り
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
そ
れ
は
見
宝
塔
品
が
示
す
空
中
ハ
妙
法
華
経
は
虚
空
と
訳
出
）

g
g口
W
溜
と
は
相
違
し
て
い
る
こ
と
は
明

円
山
明
〉

白
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
従
地
涌
出
品
に
対
す
る
注
意
は
肝
要
で
、

一
切
を
救
わ
ん
と
す
る
仏
の
大
慈
悲
心
が
、
仏
と
衆
生
と
の
前
世
か
ら

の
か
か
わ
り
の
中
で
果
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
両
者
の
か
か
わ
り
、
こ
れ

( 65) 

こ
そ
が
本
願

u
g
t
n
H
F
E”
の
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
関
目
鈴
に
お
け
る
「
本
ト
願
を
立
乙
の
一
句
に
つ
い
て
、
法

華
経
と
の
関
連
の
上
に
立
つ
慎
重
な
審
議
を
願
っ
て
お
き
た
い
。

（
時
・

9
・
口
〉

〔註〕ハ
1
〉

〈

2
〉

ハ
3〉

ハ
4
〉

〈

5
〉

ハ
6
〉

昭
和
定
本
『
日
蓮
聖
人
遺
文
』
六

O
一

清
水
竜
山
『
関
目
鈴
鱒
義
』
（
『
回
避
聖
人
迫
文
全
集
部
義
』
〉
巻
九
下
・
五
五
五
、
渡
辺
宝
陽
コ
ニ
大
哲
顕
」
ハ
『
回
避
宗
事
典
』
）

上
田
本
昌
『
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
法
華
仏
教
の
展
開
』
一
三
七
等

山
川
智
応
『
関
目
紗
蹄
話
』
四
六
九
J
四
七

O

石
川
海
典
『
岡
田
鈴
』
ハ
『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』
〉
巻
一
一
・
二
六
五
、
田
中
応
舟
『
関
目
妙
』
下
・
二
二
三
一

室
住
一
妙
『
閲
自
動
に
聞
く
』
二
七

O

『
録
内
啓
蒙
』
巻
九
ハ
閲
目
紗
〉
下
之
下
・
一

O
九
五

「
本
ト
願
を
立
ツ
」
考
（
望
月
〉

一
二
九
、



清
水
竜
山
『
関
目
妙
』
〈
『
日
蓮
聖
人
遺
文
全
集
講
義
』
〉
巻
九
下
・
五
五
四

t
五
五
五

山
川
智
応
・
前
掲
書
四
六
九

田
中
芳
谷
『
閲
目
鈴
講
議
』
三

O
O
t三
O
四

茂
田
井
教
亨
『
関
目
抄
講
讃
』
ニ

O
九

営
住
E
5
8ロ
帽
す
ユ
wm－
oa・
Z
E・
5
5・回・
z
g出
。
・
回
E
g
v
o
g
国
各
a
E
S・M
－
京
S
B
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3

0
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g
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し
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な
い
が
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本
ト
願
を
立
乙
の
関
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更
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本
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訳
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大
正
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中
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中
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願
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経
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縁
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－
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－
－
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華
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華
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華
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切

ω

大
正
九
・
一
一
中
、
正
法
華
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ハ沼〉

ハお〉
ハ鈍〉
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華
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〉
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華
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