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序
に
か
え
て

大

平

宏

龍

建
長
五
年

(
一
二
五
三
)
四
月
二
十
八
日
、
清
澄
の
旭
ケ
森
で
東
天
に
昇
る
太
陽
に
向
か
っ
て
日
蓮
大
聖
人

(
一
二
二

一一1
二一
八
二
)
は
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
日
、
正
午
頃
か
ら
道
善
坊
の
持
仏
堂

で
、
法
華
経
こ
そ
成
仏
の
教
え
で
あ
る
と
説
法
さ
れ
た
。
そ
れ
で
宗
祖
門
下
で
は
、
こ
の
日
を
立
教
開
宗
の
時
と
す
る

の
が
一
般
的
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
教
学
理
論
が
宗
祖
の
著
述
等

(御
遺
文

・御
書
な
ど
と
称
す
る
)
に
、
ど
う
示
さ
れ
て
い
る
か
を
年
代
を

追

っ
て
厳
密
に
考
察
す
る
時
、
文
、氷
十
年

(一

二
七
三
)
四
月
二
十
五
日
撰
述
の
『
観
心
本
尊
抄
』
に
お
い
て
、
は
じ

め
て
そ
の
真
意
が
発
表
さ
れ
た
と
す
る
思
想
史
的
観
点
に
た
て
ば
、
『
本
尊
抄
』
撰
述
の
日
を
立
教
開
宗
と
す
る
考
え

も
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

序にかえて

し
か
し
、
本
書
の
対
談
の
中
で
も
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
共
は
信
心
の
立
場
に
お
い
て
、
宗
祖
を
上
行
菩
薩
が
人

間
の
世
界
に
教
主
釈
尊
の
御
命
令
で
仏
法
を
弘
め
る
べ
く
出
現
さ
れ
た
方
、
と
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
宗

祖
の
内
証
は
不
変
で
あ
る
か
ら
、
建
長
五
年
を
こ
の
裟
婆
世
界

(今
、
私
た
ち
が
住
む
地
球
)
に
お
け
る
立
教
開
宗
の
時



し
た
が
っ
て
、
私
は
、
来
る
平
成
十
四
年

(二

O
O
二
)
を
立
教
開
宗
七
百
五

十
年
と
し
て
迎
え
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
同
時
に
、

『
本
尊
抄
』
選
述
七
百
三
十
年
で
も
あ
り
、
し
か
も
四
月
の
二

十
五
日
と
二
十
八
日
と
、
日
も
近
接
し
て
い
る
の
は
、
興
味
深
い
符
合
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

法
華
宗
(
本
門
流
)
の
布
教
機
関
誌
『
無
上
道
』
は
、
開
宗
七
百
五
十
年
に
向
け
て
種
々
の
誌
面
刷
新
を
試
み
て
い

る
が
、
此
の
度
の
対
談
も
そ
の
一
環
で
あ
る
ら
し
い
。
私
と
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
企
画
の
適
任
者
で
は
な
い
し
、
第

一
、
話
が
下
手
で
、
過
去
に
も
苦
い
思
い
出
が
あ
る
の
で
極
力
御
断
り
し
た
。
し
か
し
、
編
集
者
の
熱
意
に
根
負
け
し

て
、
ま
た
後
悔
を
残
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
上
、
今
度
は
こ
れ
を
書
物
と
し
た
い
と
い
う
。
有
難
い
こ
と
で
は
あ
る

が
、
私
な
ぞ
の
関
係
し
た
こ
と
が
そ
ん
な
価
値
も
な
い
の
に
、
と
い
う
思
い
が
正
直
な
所
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
こ
の

企
画
を
受
け
た
の
は
、
別
に
一
つ
の
感
懐
が
、
ふ
と
頭
を
よ
ぎ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
今
述
べ
た
『
本
尊
抄
』
選
述
七
百
三
十
年
に
関
し
て
、
株
橋
日
涌
上
人
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
戦
前

・
戦
中
に
か
け
て
、

日
蓮
門
下
は
当
時
日
本
を
覆
っ
た
国
家
主
義
を
背
景
に
、
宗
祖
の
憂

茶
羅
本
尊
や
御
遺
文
に
不
敬

・
不
穏
当
の
箇
所
あ
り
と
し
て
、
国
家
よ
り
弾
圧
を
受
け
、
御
本
尊
を
変
改
し
た
り
、
御

遺
文
の
一
部
を
削
除
す
る
動
き
が

一
般
的
で
あ

っ
た
が
、
特
に
法
華
宗
は
、
宗
内
出
版
物
の
『
教
義
綱
要
』
を
問
題
と

さ
れ
て
、
役
職
に
あ

っ
た
六
師
が
検
挙
さ
れ
、
の
ち
苅
谷
日
任
・
株
橋
諦
秀
(
日
涌
)
の
両
師
が
起
訴
さ
れ
て
、
裁
判

で
争
う
こ
と
に
な
っ
た
。

結
果
と
し
て
、
法
華
宗
の
み
は
、
御
本
尊
・
御
遺
文
を
全
く
損
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
に
死
守
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
不
思
議
な
支
援
者
の
出
現
も
あ
っ
た
が
、
何
よ
り
苅
谷
・

株
橋
両
上
人
の
教
学
研
績
に
基
づ
く
、
時
代
思
潮

と
考
え
て
一
向
に
さ
し
っ
か
え
な
い
。

2 



と
の
対
決
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
稀
有
な
御
経
験
を
ふ
ま
え
て
、
両
上
人
に
は
共
に
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
大
冊
が
あ

る
が
、
『
本
尊
抄
』
に
つ
い
て
は
、
株
橋
日
涌
上
人
の
『
観
心
本
尊
妙
講
義
』
は
質
量
共
に
『
本
尊
抄
』

研
鎖
七
百
三

十
年
の
金
字
塔
と
き
?
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
残
念
な
が
ら
末
尾
に
近
い
所
で
、
上
人
の
示
寂
に
よ
り
未
完
と
な
っ
た
。
御
遷
化
の
数
時
間
前

ま
で
執
筆
さ
れ
て
い
た
と
い
う
、
そ
の
こ
と
に
私
は
い
つ
も
胸
を
衝
か
れ
る。

上
人
亡
き
あ
と
の
大
著
は
、
遺
弟
株
橋
祐
史
・
隆
真
両
師
等
と
共
に
私
も
加
わ

っ
て
、
よ
う
や
く
刊
行
で
き
た
の
で

あ
っ
た
。

序にかえて

株
橋
日
涌
上
人
は
か
つ
て
『
中
外
日
報
』
で
、
「
宗
学
の
向
上
こ
そ
宗
勢
の
発
展
で
あ
り
、
民
衆
の
中
に
仏
法
が
生

き
て
ゆ
く
所
以
で
あ
る
」
(
昭
和
五
十
八
年
一

月
五
日
号
)
と
言
わ
れ
て
い
る
。
上
人
の
御
法
嗣
祐
史
師
と
、
こ
の
よ
う

な
対
談
を
す
る
こ
と
も
、
少
し
は
恩
師
の
御
意
に
添
う
所
が
あ
る
か
と
思

っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
生
が
御
存
命
な
ら
ば
、
開
宗
七
百
五
十
年
を
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

す
べ
て
に
厳
格

で
あ
ら
れ
た
日
涌
上
人
の
こ
と
で
あ
る
。

私
な
ど
の
話
に
は
、
必
ず
霊
山
浄
土
で

「
ア
ホ
が
1
い」
と
お
叱
り
で
は
な
い

か。

私
と
し
て
は
、
そ
の
恐
れ
を
抱
き
つ
つ
も
、
七
百
年
以
上
も
前
の
日
蓮
大
聖
人
の
御
教
え
が
、
古
く
さ
く
、
カ
ビ

の
は
え
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
代
に
と

っ
て
益
々
有
益
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
何
と
か
し
て
読
者
諸
氏
と

一

そ
の
一

心
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
を
汲
ん
で
下
さ
れ
ば
そ
れ
で
十
二
分
な
の
で
あ
る
。

緒
に
考
え
、
伝
え
た
い
、

A 
口

ぷ"'-
手
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序
に
か
え
て

大
平
宏
龍

6 

第

一
章

私
た
ち
法
華
宗
信
徒
は
、
何
に
対
し
て
手
を
合
わ
せ
て
い
る
の
か
・

-
-
-
H

「
本
尊
」
と
は
仏
教
的
な
考
え
方

「
法
し
に
帰
依
す
る
と
い
う
こ
と

仏
教
は
南
無
妙
法

η

法
と
は
何
か

J
M

天
台
の
書
物
に

「
本
尊
」
と
い
う
言
葉
が
な
い
理
由

日
蓮
大
聖
人
の
本
尊
観
の
特
徴
幻

「本
尊
」
の

教

義

的

解

釈

勾

仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
な
相
違
点

日
本
人
は
無
信
仰
の
民
族
で
は
な
い

13 15 

19 

26 

29 

日
本
仏
教

(浄
土
系
)
と
日
蓮
大
聖
人
の
本
尊
観
の
相
違

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
て
聞
か
す

法
華
宗
と
日
蓮
宗
の
本
尊
の
違
い

大
憂
茶
羅
の
世
界

37 

31 

32 

34 



南
無
に
南
無
す
る

40 

南
無
妙
法
蓮
華
経
は
あ
り
が
た
い
も
の

42 

お
題
目
に
生
き
る

43 

第
二
章

「
お
経
を
読
む
」
と
い
う
こ
と

・
;
・
;
;
:
:
:
:
・:
:
・
:
:
:
:
:
;
:
・

-
U

「お
経
を
読
む
」
こ
と
の
考
え
方

現
代
人
の
お
経

へ
の
意
識

49 

51 

お
題
目
と
読
請

53 

法
華
経
を
読
請
す
る
と
い
う
こ
と

漢
訳
仏
典
を
読
む

55 

57 

法
華
宗
の

「儀
式
」

59 

「お
経
を
読
む
」
こ
と
の
目
的

62 

法
華
経
は
民
衆
仏
教

法
華
経
の
精
神

ω

日
蓮
大
聖
人
の
法
華
経
観

65 

71 

経
力
に
つ

い
て

7 

73 



お
経
を
読
む
こ
と
へ
の
姿
勢

74 

8 

第
三
章

日
蓮
大
聖
人

っ

て

日
蓮
大
聖
人
と
の
出
会
い

日
蓮
大
聖
人
は
ど
ん
な
存
在

上
行
日
蓮
と
人
間
日
蓮

日
蓮
大
聖
人
研
究
の
進
展

日
隆
聖
人
の
視
点

日
蓮
大
聖
人
に
対
す
る
評
価

日
蓮
大
聖
人
の
容
姿
と
気
質

太
陽
の
如
き
日
蓮
大
聖
人

日
蓮
大
聖
人
の
心
の
大
き
さ

日
蓮
大
聖
人
の
御
手
紙

菩

薩

の

姿

切

日
蓮
大
聖
人
と

『
法
華
経
』

成
仏
の
種

II2 

91 

83 
85 

86 

89 

93 97 
98 

102 

105 

109 



教
相
判
釈
に

つ
い

て

II4 

釈
尊
出
世
の
本
懐

117 

日
蓮
大
聖
人
と
上
行
菩
薩

日
蓮
大
聖
人
は
上
行
菩
薩
の
「
再
誕
」
で
は
な
い

rr8 

「末
法
」
と
い
う
時
を
自
覚
す
る
大
切
さ

開
宗
七
百
五
十
年
と
日
蓮
大
聖
人

132 

「
七
五

O
」
と
は

日
隆
聖
人
の
日
蓮
大
聖
人
観

共
生
と
折
伏
は
矛
盾
し
な
い

あ
と
が
き

株
橋
祐
史

編
集
後
記

日
種
崇
人

I28 

135 nxu ，、JI
 143 145 

I22 

123 

9 
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第

二'"二
写E

私
た
ち
法
華
宗
信
徒
は
、
何
に
対
し
て
手
を
合
わ
せ
て
い
る
の
か



南
無
妙
法
蓮
華
経
を
本
尊
と
す
る
法
華
宗
の
教
え
に
つ
い
て
、

日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
宗
教
の
中
に
お
い
て
、
そ
の
音
山
義
を
語
る
。



「
本
尊
」

と
は
仏
教
的
な
考
え
方

株
橋

私
た
ち
法
華
宗
信
徒
は
、

日
蓮
大
聖
人
の
教
え
か
ら
「
本
尊
」
と
い
う
言
葉

を
よ
く
口
に
し
ま
す
が
、

一
般
的
に
は
「
本
尊
」
と
は
ど
う
い
っ

た
も
の
と
言
え
ま

す
か
。

私たち法華宗信徒は、何に対して手を合わせているのか第一章

ふ
つ
う
は
礼
拝
の
対
象
と
な
る
仏
・
菩
薩
な
ど
を
意
味
し
ま
す
。
ご
く一

般

的
な
意
味
で
言
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
等
に
お
い
て
も
「
神
し
を

「
本
尊
」
と
言
え
る

か
と
い
う
問
い
が
で
ま
す
が
、
仏
教
的
な
意
味
、

つ
ま
り
香
華
な
ん
か
を
供
養
す
る
、

*
ほ
ん
去
っ
し
ゃ
く

そ
う
い
う
対
象
と
し
て
の

「本
尊
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
我
々
の
本
仏
釈

そ
ん尊

と
い
う
人
的
本
尊
に
し
て
も
、
教
主
で
あ
り
、
し
か
も
修
行
の
お
手
本
と
い
え
ま

す
。
キ
リ
ス
ト
教
と
か
イ
ス
ラ
ム
教
の
神
は
ま

っ
た
く
ち
が
い
ま
す
。
要
す
る
に
神

が
人
聞
を
創

っ
た
と
す
る
基
本
思
想
は
、
自
分
の
成
仏
の
可
能
性
を
活
性
化
し
て
仏

に
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
仏
教
の
思
想
と
は
異
な
る
も
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う

意
味
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
か
イ
ス
ラ
ム
教
に

つ
い
て
、

「
本
尊
」
と
い
う
言
葉
を

用
い
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
神
道
で
も

「本
尊
」
と
い
う
言
葉
を
使

わ
な
い
で
し
ょ
う
。
「
ご
神
体
」
と
い
い
ま
す
。
だ
か
ら
あ
る
意
味
で
は
、
「本
尊
」

と
い
う
言
葉
自
体
は
仏
教
的
な
概
念
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

大
平

本
仏
釈
尊
恨
本
本
体
の
仏
の
こ
と
。

イ
ン
ド
出
現
の
釈
尊
は
こ
の
本
仏
よ
り

霊
遊
し
た
仏
で
あ
る
。
法
華
経
寿
量
品

に
説
示
さ
れ
る
。

'3 



う
か
。

い
わ
し

ょ
く
耳
に
す
る
言
葉
に

「鰯
の
頭
も
信
心
か
ら」

が
あ
り
ま
す
。

何
か
に
手

を
合
わ
す
対
象
を
作

っ
て
、
そ
こ
に
信
を
入
れ
る
と
か
願
い
を
か
け
る
と
い
う
行
為
、

つ
ま
り
自
然
崇
拝
と
い
う
よ
り
も
、
形
に
な

っ
て
現
れ
た
も
の
を
拝
む
と
い
う
方
が

拝
み
や
す
い
と
い
え
ま
す
か
ね
。
こ
れ
は
日
本
人
の
特
徴
的
な
も
の
か
ど
う
か
分
か

株
橋

り
ま
せ
ん
け
れ
ど
。

そ
れ
は
日
本
だ
け
で
な
く
て
、
お
そ
ら
く
人
間
の
傾
向
と
し
て
世
界
共
通
に

あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
先
日
ロ
ー
マ
法
王
が
、
過
去
に

犯
し
た
罪
、
例
え
ば
か

つ
て
の
魔
女
狩
り
や
、
異
教
徒
を
弾
圧
し
殺
し
た
こ
と
に
対

ざ

ん

げ

し
て
、
反
省
し
機
悔
し
た
こ
と
が
、
新
聞
に
写
真
と
共
に
載

っ
て
い
ま
し
た
ね
。
そ

こ
に
は
、
法
王
が
十
字
架
に
架
か

っ
た
キ
リ
ス
ト
の
像
の
足
の
と
こ
ろ
に
額
を
当
て

*
く
う
ぞ
う
す
う
は
い

て
許
し
を
請
う
て
い
る
写
真
が
あ
り
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
の
は
偶
像
崇
拝

を
否
定
す
る
教
義
で
す
が
、
あ
れ
は
偶
像
崇
拝
と
い
え
ま
す
。
ま
さ
し
く
あ
れ
は
我

々
か
ら
見
る
と
、
そ
う
い
う
像
に
対
し
て
働
悔
し
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
形
に
現

し
て
い
る
だ
け
と
の
反
論
も
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
仏
教

・
キ
リ
ス
ト
教
に
限
ら
ず、

何
か
形
の
あ
る
も
の
を
提
示
し
な
い
と
、
人
と
し
て
宗
教
的
な
心
情
に
対
し
て
物
足

り
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
何
か
形
の
あ
る
も
の
を
拝
む
と
い
う
こ
と
に
お
い

大
平

14 

偶

像

崇

拝

神

仏
を
具
象
す
る
も
の
と

し
て
作
ら
れ
た
像
、
絵
画
等
を
、
宗
教

的
な
象
徴
と
し
て
崇
拝
、
尊
重
す
る
こ

レ
し。



て
は
、
人
間
の
傾
向
と
し
て
世
界
に
共
通
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
宗
祖
が
十
界
の

*
ま
ん

だ

ら

ず
け
ん

蔓
茶
羅
を
図
顕
さ
れ
た
意
味
を
拝
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

「法
」
に
帰
依
す
る
と
い
う
こ
と

私たち法華宗信徒は、何に対して手を合わせているのか

「本
尊
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
の
は
仏
教
の
特
徴
な
ん
で
す
ね
。
そ
こ
に

手
を
合
わ
し
て
自
分
の
内
面
を
高
め
る

っ
て
い
う
ん
で
す
か
、
功
徳
に
よ

っ
て
向
上

し
よ
う
と
す
る
、
そ
う
い
う
姿
は
仏
教
の
特
徴
の

一
つ

と
い

っ
て
か
ま
い
ま
せ
ん
ね
。

大
平

そ
う
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
要
す
る
に
仏
教
と
い
う
教
え
そ
の
も
の
の
特

徴
と
い
え
ま
す
。
つ
ま
り
仏
教
で
は
、
創
造
神
や
唯

一
神
と
い
う
の
は
説
か
な
い
で

し
ょ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
と
か
イ
ス
ラ
ム
教
は
図
式
的
に
言
え
ば

「最
初
に
神
あ
り
き
」

で、

神
様
と
い
う
世
界
の
創
造
主
を
先
に
立
て
て
、
そ
こ
か
ら
い
ろ
ん
な
教
説
を
引

き
出
す
。
仏
教
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
や

っ
ぱ
り

「ダ
ル

マ
」
(
法
)
で
し

ょ
う
。
「
最
初
に
ダ
ル
マ
あ
り
き
」

つ
ま
り

「
妙
法
」
な
ん
じ

ゃ
な
い
で
す
か
。
だ

株
橋

か
ら
「
法
」
と
い
う
も
の
が
先
に
あ
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
基
本
的
な
教
え

と
い
う
も
の
の
構
造
が
ま
る

っ
き
り
違
う
所
が
仏
教
の
大
き
な
特
徴
の
よ
う
に
思
い

第 章

ま
す
。

株
橋

「法
」
と
い
う
も
の
が
眼
前
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
理
解
で
き
ま
す
が
、
釈

目
安
奈
羅

広
く
は
仏
の
最
高
の
悟
り
の

本
質
を
得
る
こ
と
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ

る
。
ま
た底、

道
場
、
輸
円
具
足
、
功

徳
沼
市
と
も
訳
さ
れ
る
。



尊
の
イ
ン
ド
在
世
当
時
、
釈
尊
ご
自
身
は
何
か
に
対
し
て
礼
拝
さ
れ
て
い
た
と
い
う

事
実
は
あ

っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。

*

ね
は
ん
主
主
フ

*

あ
な
ん

大
平

『
浬
繋
経
』
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
の
釈
尊
の
ご
入
滅
が
近
い
場
面
で
、
阿
難

が

「師
の
入
滅
後
は

一
体
何
に
頼

っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
」
と
悩
ん
だ
時
に
、
釈
尊

は

「何
を
言
っ
て
い
る
の
か
、
私
の
に
ぎ
り
こ
ぶ
し
は
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

つ
ま
り
、
す
べ
て
明
し
た
で
は
な
い
か
と
。
し
か
し
、
改
め
て
釈
尊
が
何
を
説
こ
う

と
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
ま
ず
、
「
自
分
を
頼
り
に
し
、
自
分
を
灯
火
と
し
て
生

き
な
さ
い
」
と
。
そ
の
次
は

「
法
な
ん
だ
」
と
。
「
法
を
拠
り
所
と
し
、
法
を
灯
火

と
し
て
生
き
な
さ
い
。
こ
れ
が
お
前
の
最
終
的
な
拠
り
所
だ
」
と
。
い
わ
ゆ
る
漢
訳

じ
と
う
み
よ
う
ほ
う
と
う
み
よ
う

で
言
う

「自
灯
明
・
法
灯
明
」
の
説
法
の
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
説
法
か
ら
考
え
れ

ば
、
イ
ン
ド
の
釈
尊
自
身
は

「法
」
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
帰
依
と
い
う
か

一
体

と
な
っ
た
と
い
う
か
、
そ
れ
が
釈
尊
の
「
本
尊
」
と
い
え
ば
「
本
尊
」
で
は
な
い
か

な
と
思
い
ま
す
が
。

株

橋

私

た
ち
法
華
宗
信
徒
で
す
と
、
本
仏
釈
尊
は
何
を
拝
ま
れ
た
と
尋
ね
ら
れ
る

と、

「南
無
妙
法
蓮
華
経
」
を
拝
ま
れ
た
、

と
す
ぐ
さ
ま
考
え
る
わ
け
で
す
ね
。
こ

の
考
え
方
は
、
「
法
」
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
の
釈
尊
の
場

合
も
同
じ
仏
教
の
大
き
な
柱
、
つ
ま
り
根
底
に
流
れ
て
い
る
大
き
な
思
想
と
考
え
ら

16 

浬
禁
経
釈
尊
の
入
滅
を
叙
述
し
、
あ

る
い
は
そ
の
意
義
を
問
う
経
典
類
の
総

Prpo
 

詩
的

γ阿
難

イ
ン
ド
釈
尊
の
十
大
弟
子
の

人。

「多
聞
第
こ
と
呼
ば
れ
る
。



れ
ま
す
ね
。

仏
教
は
南
無
妙
法

第一章 ;ft、たち法華宗信徒は、何に対して手を合わせているのか

今
ま
で
の
関
連
か
ら
、
仏
教
の
特
色
は
ど
こ
に
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。
仏
陀
に
つ
い
て
み
る
と
大
乗
仏
教
の
流
れ
の
中
で
釈
尊
観
と
い
う
も
の

が
色
々
な
変
化
を
し
て
、
仏
身
論

(釈
尊
が
ど
う
い
う
お
方
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
の

究
明
)
に
つ
い
て
様
々
な
解
釈
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
真
理
を
中
心
と
し
て
観
る
か
、

や
は
り
衆
生
に
対
す
る
教
化
を
中
心
に
観
る
の
か
、
あ
る
い
は
釈
尊
ご
自
身
の
修
行
、

そ
れ
か
ら
衆
生
に
対
す
る
教
化
を
中
心
に
観
る
か
、
と
い
う
よ
う
に
多
面
的
に
論
じ

だ
い

に
ら

ほ
っ
し
ん

ら
れ
て
来
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
真
言
宗
の
大
日
法
身
み
た

い
な
解
釈
を
取
り
上
げ

て
み
て
も
、
そ
れ
は
真
理
身
で
あ

っ
て
、
そ
こ
で
は
究
極
の
仏
身
で
あ
る
と
主
張
す

る
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
地
球
を
創

っ
た
と
か
宇
宙
を
創

っ
た
と
か
、
そ
う

い
う
神
格
を
付
与
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
で
し

ょ
う
。
あ
く
ま
で
仏
教
の
基
本
線
と

い
う
の
は
守
ら
れ
て

い
て
、
い
わ
ゆ
る
唯

一
神
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
か
イ
ス
ラ

ム
教
の
教
え
の
立
て
方
と
仏
教
と
は
完
全
に
違
い
ま
す
。

も
っ
と
言
え
ば
、
仏
教
だ
け
が
他
の
世
界
宗
教
と
比
較
し
て
非
常
に
特
殊
な
構
造

を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
昔
、
田
村
芳
朗
先
生
と
そ

大
平

田
村
芳
朗

二

九
二一

1
一
九
八
九
)

東
京
大
学
卒
。
文
学
博
士
。
東
洋
大

東
大
立
正
大
教
授
。
興
隆
学
林
で
も

教
師
慨
を
と
る
。

'7 



ん
な
こ
と
を
話
し
て
い
た
時
に
、
田
村
先
生
は
「
仏
教
は
真
理
信
仰
だ
か
ら
」
と
、

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
会
話
の
中
で
言
わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
講
義

中
に
厳
密
に
述
べ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
。
真
理
信
仰
と
は
、
具

体
的
に
は

「
法
」
と
い
う
も
の
を
中
心
に
観
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

法
と
は
何
か

「
法
」
と
い
う
の
は

「
教
え
」
と
理
解
し
て
い
い
で
す
か
。

ま
あ
、
訳
が
難
し
い
言
葉
で
す
ね
。
原
語
で
は
つ
々
ノ
ル
マ
」
と
か
「
ダ
ン

マ
」

に
な
り
ま
す
が
。

株
橋

大
平

難
し
い
で
す
ね
。

「教
え
」
と
理
解
さ
れ
て
く
る
の
は
、
民
衆
を
相
手
に
し

て
い

っ
た
時
に

「教
え
」
と
い
う
形
に
な
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
。

大

平

色

ん
な
意
味
を
含
ん
で
い
て

一
言
で
は
い
え
ま
せ
ん
ね
。

株
橋

そ
う
で
す
ね
。
私
な
り
の
理
解
で
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
生
か
さ
れ
て
い
る

原
理
的
な
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
が
。

大
平
ま
あ
そ
う
い
っ
た
「
真
理
」
と
い
え
る
意
義
は
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

一つ

*
し
よ
ほ
う
じ
っ
そ
う

は
「
法
理
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
。
そ
れ
か
ら
、
「
諸
法
実
相
」
と
考
え
れ
ば
現

象
的
存
在
、
「
も
の
」
「
心
」
と
い
え
ま
す
。
そ
れ
か
ら
教
法
、
「
教
え
」
と
も
解
釈

[8 

諸
法
実
相

す
べ
て
の
事
物
の
あ
り
の

ま
ま
の
姿
。



日
々
の
生
活
の
中
で
そ
れ
に
従

っ
て
生
き
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
正
し
い
生
き
方
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
法
則
・
属
性
・
徳

・
因
な
ど
の
意
義
も
あ
る
よ
う
で
す
。
「
ダ
ル
マ
し
と

は、

非
常
に
意
味
あ
い
の
深
い
も
の
を
多
く
含
む
言
葉
で
す
ね
。

中
国
で
は
そ
れ
を

で
き
ま
す
。
も

っ
と
砕
い
て

第章私たち法華宗信徒は、何に対して手を合わせているのか

「
法
」
と
訳
し
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
「法
」
と
い
え
ば
日
本
で
は

「法
律
」
の

「法」

を
思
い
出
す
か
ら
、
そ
っ
ち
の
方
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
な
り
ま
す
が
、
「
法
律
」
と

は
、
社
会
生
活
上
で
従

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
約
束
、
つ
ま
り
社
会
上
の
取

り
決
め
ご
と
と
い
う
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ダ
ル
マ
に
は
も
っ
と

一
般
的
な
意
味
で
、

人
聞
が
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
上
で
従

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「生
き
方
」

の
よ
う
な
も
の
を
も
意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

天
台
の
書
物
に

「
本
尊
」

と
い
う
一
一一一口葉
が
な
い
理
由

株
橋

と
こ
ろ
で
、
「
本
尊
」
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
日
蓮
大

聖
人
だ

っ
た
と
い
う
の
が

一
般
論
と
し
て
あ
り
ま
す
が、

日
蓮
大
聖
人
は

『法
華
経
』

を
読
ま
れ
て

「本
尊
」
に
着
目
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
同
様
に
『
法
華
経
』

を
学
し
た
天
台
大
師
の
書
物
に
は

「本
尊
」
と
い
う
の
が
出
て
こ
な
い
わ
け
で
す
。

両
者
に
は
宗
教
観
の
違
い
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
。
大
き
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
が
。

天
台
大
師

(五
三
八
1
五
九
七
)

中
国
仏
教
史
に
お
い
て
天
台
教
義
を
樹

立
し
た
天
台
宗
の
開
祖
。
智
顔
。
智
者

大
師
。

一
般
に
天
台
大
姉
と
呼
ば
れ
た
。

[9 



ち
し
ゃ

*

ま

大
平

大
き
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
中
国
の
天
台
智
者
大
師
口
述
の
書
物
の

『摩

か

し

か
ん

詞
止
観
』
に
は
、

「
止
観
」
即
ち
「
禅
」
の
修
行
法
が
説
か
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
の

一
念
三
千
観
と
は
、
自
分
の
心
に
三
千
を
悟
る
こ
と
で
す
。
自
分
の
心
に

「諸
法
実

相
」
を
悟
る
修
行
で
す
か
ら
、
本
尊
は
色

々
に
な
る
の
で
す
。
そ
こ
で
日
蓮
大
聖
人

が
そ
う
で
す
し
日
隆
聖
人
も
そ
う
で
す
け
ど
、
天
台
宗
を
批
判
す
る
と
き
に
「
本
尊
」

が
非
常
に
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
、
と
ず
い
ぶ
ん
批
判
さ
れ
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
こ
と

で
、
拝
む
対
象
は
対
象
と
し
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
分
の
心
の
中
に
真
理
を
悟
る
こ

と
が
大
事
な
ん
だ
と
。
だ
か
ら
対
象
は
、

極
端
に
い
え
ば
何
で
も
い
い
と
い
う
考
え

が
成
り
立
ち
ま
す
。
し
か
し
、
日
蓮
大
聖
人
の
場
合
は
『
法
華
経
』
を
中
心
に
観
ら

れ
る
わ
け
で
、

『
法
華
経
』
は
、
色
ん
な
事
柄
が
統

一
と
い
う
か
根
本
の
も
の
を
求

め
て
い
く
よ
う
説
か
れ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
仏
さ
ま
で
も
本
仏
釈
尊
に

*
い
ち
ぶ
つ
じ
よ
う

統
合
さ
れ
ま
す
し
、
教
え
、
修
行
者
も
、
修
行
の
方
法
も
、
そ
れ
は
一

仏

乗
と
言

わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
、
根
本
的
な
も
の
が
示
さ
れ
る
お
経
が
『
法
華
経
』
だ
と

言
っ
て
い
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
礼
拝
の
対
象
も
一
番
根

本
の
も
の
が
定
ま

っ
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
自
然
に
そ
れ
を
拝
む
と

い
う
こ
と
が
決
ま
っ
て
来
る
の
で
「
本
尊
」
が
大
切
に
な
る
の
で
す
。

『
法
華
経
』
を
同
じ
よ
う
に
読
ん
で
も
、

『
法
華
経
』

観
の
違
い
が
あ
る
ん

株
橋

摩
詞
止
観

天
台
三
大
部
(
法
務
十
文

句
法
務
十
玄
義
)
の
一
つ
で
、
法
務十に

よ
る
修
行
法
を
説
く
。

z。

一
仏
乗

一
切
衆
生
は
本
来
よ
り
菩
薩

で
あ
る
と
い
う
説
。

唯

一
・
統

一

(ま

た
は
同

こ

の
意
味
を
持
つ
。



第-1il 私たち法華宗信徒は、何に対して手を合わせているのか

で
す
よ
ね
。
『
法
華
経
』
自
体
が
要
請
し
て
い
る
の
は、

や
は
り

「
法
」
に
対
す
る

帰
依

っ
て
い
う
形
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

大
平

本
仏
釈
尊
の
存
在
を
通
し
て
の

「法
」
に
対
す
る
帰
依
で
し

ょ
う
。
「
法
」

そ
う

4
ゅう

と
い
っ

て
も
、
根
本
の
教
法
と
し
て
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
、

つ
ま
り
総
名
が
本
尊

で
あ
る
と
我
々
法
華
宗
で
は
解
釈
し
ま
す
が
、

他
の
日
蓮
門
下
の
大
部
分
は
釈
尊
本

尊
を
立
て
ま
す
。
つ
ま
り
、
釈
尊
に
中
心
を
置
い
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
場
合
に
は

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
も
の
も
釈
尊
と
同
列
に
置
く
と
い
う
考
え
で
し
ょ
う
。
あ

る
い
は
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
は

一
念
三
千
を
悟
る
代
替
行
為
と
位
置
付
け
て
、
我
々

法
華
宗
の
よ
う
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
を

一
番
上
に
置
い
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
富
士
門
流
の
日
蓮
正
宗
な
ど
は
日
蓮
本
仏
論
を
立
て
る
の
で

す
け
ど
も
、
こ
の
考
え
方
も
法
華
宗
と
は
違
い
ま
す
。
と
い
う
よ
り
、
日
蓮
大
聖
人

ご
自
身
の
お
考
え
と
は
違
い
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
の
本
尊
観
の
特
徴

株
橋

日
蓮
大
聖
人
が
特
に

「本
尊
」
に
注
意
を
さ
れ
た
の
は
、
ご
自
身
の
問
題
も

あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
常
に
衆
生
教
化
と
い
う
観
点
が
非
常
に
強
く
働
い
て
い
た
と
思

つ
ま
り
、
衆
生
が
幸
福
に
な
る
ま
で
、
衆
生
が
成
仏
す
る
た
め
に
は

21 

い
ま
す
が
。



(大平)
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「本
尊
」
と
い
う
の
は
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
も
う
こ
れ
が
な
い

こ
と
に
は
成
仏
で
き
な
い
と
い
う
必
要
性
を
普
遍
化
さ
れ
て
い

っ
た
と
と
ら
え
て
よ

ろ
し
い
ん
で
し
ょ
う
か
。

大

平

日

蓮
大
聖
人
は
、
全
仏
教
の
中
か
ら
『
法
華
経
』
と
い
う
も
の
に
依
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
観
点
に
立
た
れ
た
。
だ
か
ら
、
『
法
華
経
』
の
お
題
目
に
依

ら
な
け
れ
ば
末
法
の
衆
生
は
救
わ
れ
な
い
ん
だ
と
い
う
強
い
信
念
の
一
つ
の
表
現
が
、

「本
尊
」
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
強
く
言
わ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
日
蓮
大
聖
人
当
時
、

他
宗
派
の
人
た
ち
が
「
本
尊
・
本
尊
」
と
説
い
て
も
、

ほ
ん
か
い

そ
の
人
た
ち
が
言
う
「
本
尊
」
の
内
容
が
問
題
で
、
教
主
釈
尊
の
出
世
の
本
懐
で
あ

る
『
法
華
経
』
の
信
心、

つ
ま
り
自
分
は

一
体
何
に
す
べ
て
を
帰
依
す
べ
き
か
と
い



う
と
、
そ
れ
は
唯

一
お
題
目
な
ん
だ
、
私
共
の
信
は
頼
り
な
く
と
も
正
し
い

「本
尊
」

を
拝
む
こ
と
が
大
事
な
ん
だ
、
と
主
張
さ
れ
た
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と

こ
ろ
か
ら
、
当
時

一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
た

「
本
尊
」
と
い
う
言
葉
を
取
り
入
れ
て
、

「
本
尊
」
が
大
事
な
ん
だ
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

株
橋

や
は
り
そ
う
で
す
か
。
そ
こ
で
元
々
は
密
教
の
言
葉
で
あ

っ
た

「本
尊
」
は、

日
蓮
大
聖
人
に
よ

っ
て
も
う

一
度
そ
の
概
念
が
再
規
定
さ
れ
た
と
い
え
ま
す
ね
。

そ
う
い
う
こ
と
じ

ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。

第一章 私たち法華宗信徒は、何に対して手を合わせているのか

株大
橋平

ま
さ
し
く
「
本
尊
」
の
必
要
性
と
意
義
を
明
確
に
さ
れ
た
人
、

大
聖
人
。

そ
れ
が
日
蓮

そ
う
理
解
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で

一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

大
平

(株橋)
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う

そ

う

む

そ

う

も
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。
真
言
宗
で
は
ま
ず
、

「本
尊
」
を
「
有
相
」
と
「
無
相
」

に
分
け
て
い
ま
す
。
ま
ず
「
有
相
」
の
「
本
尊
」
と
は
、
大
日
如
来
で
あ
っ
た
り
観

音
さ
ん
で
あ

っ
た
り
し
ま
す
が
、
そ
の
基
本
は
大
日
如
来
で
、
形
と
し
て
現
れ
て
い

る
自
己
と
対
象
に
な
る
仏

・
菩
薩
を
拝
む
と
い
う
解
釈
が

一
つ
。
も
う

一つ

の
考
え

方
は
、
自
分
自
身
は
宿
世
か
ら
特
定
の
仏

・
菩
薩
か
ら
の
縁
が
あ
り
、
そ
の
仏
菩

薩
が
い

つ
も
自
分
を
守
護
し
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
拝
ま
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
蔓
茶
羅
に
華
を
投
げ
て
、
自
分
と
関
係
の
深
い
仏
様
を
見
い
出
す
わ

け
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
不
動
明
王
の
所
に
華
が
落
ち
た
な
ら
ば
、
不
動
明
王
が
自
分

に
と

っ
て

「本
尊
」
だ
と
す
る
見
方
が
一
つ
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
「
無
相
」
の

「本
尊
」
と
い
う
の
は
、
自
分
自
身
の
心
を

「本
尊
」
と
考
え
る
見
解
で
す
。
ま
た
、

浄
土
系
で
は
阿
弥
陀
仏
、
あ
る
い
は
弥
陀
一
二
尊
を
「
本
尊
」
と
し
、
浄
土
真
宗
で
は

南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
「
本
尊
」
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
日

蓮
大
聖
人
の
場
合
は
、
す
べ
て
の
人
た
ち
が
末
法
と
い
う
時
に
拝
ま
な
き
ゃ
な
ら
な

い
「
本
尊
」
は
唯

一
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
あ
り
、
そ
れ
が
仏
教
の
示
す
と
こ
ろ
、

つ
ま
り
教
主
釈
尊
の
本
意
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
十
界
憂
茶
羅
で
示

さ
れ
た
の
で
、

こ
こ
に
日
蓮
大
聖
人
の
本
尊
観
の
特
徴
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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大
日
如

来

密

教
の
憂
茶
羅
の
中
心
に

配
置
さ
れ
る
仏。

不
動
明
王

五
大
明
王

・
八
大
明
王
の

一
つ
で
、
そ
の
主
尊
。

大
日
如
来
が
、

す
べ
て
の
悪
魔
・

煩
悩
を
降
伏
さ
せ
る

た
め
に
化
現
し
た
教
令
輸
，身
で
、
念
怒

の
相
を
と

っ
て
い
る
。



「
本
尊
」
の
教
義
的
解
釈

大
平

こ
こ
ま
で
の
話
を

一
応
整
理
す
る
意
味
で
も
、

私たち法華宗信徒は、ドIに対して手を合わせているのか

「
本
尊
」
と
い
う
言
葉
の
教

義
的
解
釈
を
述
べ
て
お
き
ま
す
。
一
般
的
に
「
本
尊
」
と
は
、
「本
来
尊
厳
」
の
略

一*
か

ぶ

は

し

に

ち

ゅ

う

は

ん

ぞ

ん

し

ょ

う

こ

う

ぎ

称
と
解
釈
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
株
橋
日
涌
先
生
著
述
の
『
本
尊
紗
講
義
』
で
は

こ

ん

ば

ん

そ

ん

す

う

は

ん

由

そ

ん

g
p
J

「根
本
尊
崇
」
、
そ
れ
か
ら
「
本
有
の
尊
形
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

法
華
宗
で
は
こ
の
「
根
本
尊
崇
」
と
「
本
有
の
尊
形
」
と
い
う
二
つ
の
意
義
を
採
り

ま
す
。
「
根
本
尊
崇
」
と
は
「
本
と
し
て
尊
ぶ
」
と
い
う
こ
と
で
、
信
行
の
手
本
に

な
る
、
そ
れ
か
ら
修
行
の
根
本
と
し
て
拝
む
と
い
う
意
味
が

「根
本
尊
崇
」
。
「
本
有

キ
し
き
し
ん

の
尊
形
」
と
は
「
本
よ
り
尊
し
」
と
い
う
意
味
で
、
仏
・

菩
薩
の
色
心
の
全
体
が
南

い

つ

む

し

無
妙
法
蓮
華
経
と
一
に
し
て
無
始
本
有
の
尊
形
で
あ
る
、

と
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

要
す
る
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
唱
え
る
と
い
う
修
行
に
よ

っ
て
、
本
来
の
尊
い
姿
が

出
る
と
い
う
の
が

「本
有
の
尊
形
」
。
こ
の
二
つ
の
意
味
を
も
っ
て
、
法
華
宗
で
は

「本
尊
」
の
語
義
と
解
釈
し
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
意
味
を
も
っ
て
日
蓮
大
聖
人
は

「本
尊
」
と
い
う
も
の
を
主
張
さ
れ
た
、

と
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

第一章

株
橋
日
涌

こ

九
O
九
1
一
九
八
四
)

昭
和
三
年
学
林
卒
業
以
来
学
林
教
授
、

学
監
、
学
林
長
等
を
歴
任
。
大
本
山
本

興
寺
第
百
二
十
六
世
。
昭
和
法
難
に
察

し
、
刈
谷
日
任
上
人
と
共
に
御
木
尊

御
遺
文
等
を
死
守
。
現
代
法
華
宗
教
学

の
確
立
者
。
主
著
は
『
観
心
本
尊
朴
政
講

義』。
色
'じ〉

肉
体
と
精
神
。

25 



仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
な
相
違
点

一
応
は
、
本
尊
と
は
礼
拝
の
対
象
と
す
る
の
が

一
般
的
な
意
味
と
理
解
し
て

お
い
て
、
こ
れ
よ
り
は
先
に
触
れ
た
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
な
相
違
点
を
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。
仏
教
の
基
本
の
線
は
ダ
ル
マ
(
法
)
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を

悟

っ
た
、
あ
る
い
は
め
ざ
め
た
人
が
ブ
ッ
ダ

(仏
)
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
り

ま
す
。
修
行
の
過
程
に
お
い
て
法
行
観
・
信
行
観
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
法
と

一
体

と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
仏
道
の
完
成
を
観
る
。
つ
ま
り
、
仏
道
を
修
行
す
れ
ば
誰
で
も

仏
に
な
れ
る
と
い
う
の
が
仏
教
の
立
場
で
す
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
と
か
イ
ス
ラ

ム
教
で
は
、
生
を
受
け
た
と
き
か
ら
す
で
に
神
に
よ

っ
て
す
べ
て
が
決
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、

地
獄
に
堕
ち
る
人
、
天
国
に
行
け
る
人
は
、
「
予
定
説
」
と
い

っ
て
決
ま
っ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
犬
な
ど
の
動
物
は
天
国
に
は
行
け
な
い
の
で
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
で
は
教
え
の
基
本
線

が
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
で
は
我
々
が
用
い
て
い

る
本
尊
と
い
う
概
念
は
な
じ
ま
な
い
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。
従

っ
て
、
あ
く
ま
で

も
本
尊
と
は
仏
教
的
な
言
葉
と
理
解
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

株
橋

も
っ
と
砕
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、

仏
教
者
が
拝
む
の
と
キ
リ
ス
ト
教
者
が
拝

大
平
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法
行
観

真
理
を
観
照
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
悟
り
を
得
て
成
仏
を
則
す
る
修
行
。

信
行
観

釈

尊
の
教
え
を
信
ず
る
こ
と

に
よ

っ
て
功
徳
を
い
た
だ
い
て
成
仏
を

州刑
す
る
修
行
。



む
の
と
は
、
拝
む
と
い
う
行
為
に
含
ま
れ
る
意
味
が
ま

っ
た
く
違
い
ま
す
ね
。

違
う
と
思
い
ま
す
。

大
平

株
橋

キ
リ
ス
ト
教
と
か
イ
ス
ラ
ム
教
に
は
、
修
行
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
当
た
ら

な
い
と
言
え
ま
す
ね
。

第一章 私たち法華宗信徒は、何に対して手を合わせているのか

大
平

キ
リ
ス
ト
教
な
ど
で
は

「修
行
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
仏
教
的
な
考
え
で
す
と
、
ダ
ル
マ
と

一
体
と
な
る
た
め
の
修
行
が
必
要
で
、

他

力
と
自
力
の
違
い
が
言
わ
れ
た
り
し
ま
す
が
、
あ
る
程
度
修
行
の
部
分
は
存
在
し
ま

す
。
ひ
ろ
さ
ち
ゃ
氏
が
言

っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
よ
く
知
ら
れ
た

「
信
ぜ
よ
、
さ

ら
ば
救
わ
れ
ん
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
日
本
人
的
に
言
う
と
、
自
分

が
信
じ
た
な
ら
ば
、
仏
や
神
が
、

「
お
前
は
信
じ
て
い
る
の
か
、
な
ら
ば
救

っ
て
や

ろ
う
」
と
い
う
よ
う
な
構
造
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「
信
じ
る
」

と
い
う
こ
と
自
体
が
神
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て

い
る
。
だ
か
ら
救
わ
れ
な
い
人
も
す

で
に
決
ま
っ
て
い
る
ん
だ
と
解
釈
し
ま
す
。
こ
こ
に
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の

「
信
」

に
つ
い
て
の
基
本
的
な
相
違
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら

「

礼
拝
」
と
い
う

も
の
に
つ
い
て
も
、
仏
教
に
言
う
仏

・
菩
薩
に
近
づ
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
全
然
な

い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
考
え
ま
す
。

株
橋

そ
う
す
る
と
キ
リ
ス
ト
教
で
日
曜
ご
と
に
教
会
に
行
く
の
と
、
我
々
仏
教
徒

27 



が
お
寺
に
お
参
り
に
行
く
と
い
う
の
と
で
は
、
礼
拝
行
為
は
同
じ
で
も
全
然
意
味
が

違
う
と
。

大
平

違
う
ん
で
す
ね
。

株
橋

キ
リ
ス
ト
教
で
は
神
と
の
約
束
、

神
の

「被
造
物
」
と
い
う
考
え
の
も
と
、

お
き
て

神
の
提
を
守
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
そ
の
確
認
が
教
会
で
の
礼
拝
に
あ
る
ん
で
し
ょ

う
ね
。

大
平

そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
非
常
に
極
端
に
言
え
ば
、
聖
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ

と
は
守
ら
な
い
と
い
け
な
い
、
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
神
と
の
契
約
以
外
の
こ
と

だ
か
ら
、
何
を
や
っ
て
も
構
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
笑
い
話
で

す
が
、

『荒
野
の
決
闘
』
と
い
う
映
画
で
の

一
シ

l
ン
で
、
新
し
い
教
会
の
棟
上
げ

で
信
者
さ
ん
た
ち
が
集
ま

っ
て
お
祝
い
を
す
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
主
催
者
の
男
が

「自
分
は
何
遍
も
聖
書
を
読
ん
だ
け
れ
ど
も
、
歌

っ
た
り
踊

っ
た
り
し
て
は
い
け
な

い
と
は
書
い

て
い
な
い
か
ら
大
い
に
や
ろ
う
」
と
か
言
う
。
そ
う
い
う
発
想
も
生
ま

れ
て
く
る
わ
け
で
す
。

株
橋

イ
ス
ラ
ム
教
の
礼
拝
の
場
合
も
、
我
々
の

「拝
む
」
と
い
う
の
と
ま

っ
た
く

違
う
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
神
の
子
で
あ
る
っ

て
い
う
こ
と
が
大
問
題
で
あ
り
ま
す
よ

ね
。
神
の
子
で
あ
る
条
件
は
、
神
の
提
を
守

っ
て
い
る
と
い
う
、
ま
さ
し
く
契
約
で
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荒
野
の
決
闘

ジ
ョ
ン

フ

ォ

ド

院

督
作
品
、
ワ
イ
ア

ッ
ト

ア

l
プ
を
演

じ
る
へ
ン
リ
ー
フ
ォ
ン
ダ
主
演
の
西

部
劇
映
画
。
荒
野
に
生
き
る
男
た
ち
の

生
き
ざ
ま
と
哀
歓
を
詩
情
豊
か
に
描
く

不
朽
の
名
作
。



す
か
ら
。

大
平

株
橋

そ
の
契
約
を
破
棄
し
た
と
き
に
は
神
の
敵
と
な
る
。

敵
と
い
う
か
、
も
う
救
済
を
破
棄
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

単
な
る
信
仰
心
と
い
う
よ
り
も
一
種
の
桐
唱
の
よ
う
な
感
じ
で
、

そ
し
て
、

「
信
仰
や

め
ま
す
か
?

そ
れ
と
も
人
間
や
め
ま
す
か
?
」
み
た

い
な
と
こ
ろ
ま
で
い
っ
て
い

大
平

る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

そ
う
で
す
ね
。

第一軍 私たち法華宗信徒は、何に対して手を合わせているのか

ら 大
。平

そ
う
い
う
信
仰
形
態
は
、

合
わ
な
い
で
す
。

日
本
人
の
宗
教
観
に
そ
ぐ
わ
な
い
で
す
ね
。

*
お
ん
し
ん
び
ょ
う
ど
う

日
本
人
で
す
と
、
怨
親
平
等
な
ど
と
言
う
わ
け
で
す
か

日
本
人
は
無
信
仰
の
民
族
で
は
な
い

こ
の
信
仰
形
態
か
ら
、
「
日
本
人
は
無
信
仰
だ
」
と
表
現
す
る
の
は
お
か
し

な
話
で
す
ね
。

お
か
し
な
話
。
私
が
法
話
の
時
に
い
つ
も
話
す
こ
と
で
す
が
、
新
聞
あ
る
い

は
テ
レ
ビ
で
信
仰
に
つ
い
て
の
調
査
を
よ
く
目
に
し
ま
す
。
そ
の
結
果
は

一
様
に
、

「
日
本
人
は
西
洋
人
に
比
べ
て
信
仰
心
が
薄
い
」
と
。
加
え
て

「
正
月
に
は
お
寺
や

神
社
に
初
参
り
、
お
盆
に
は
お
寺
に
墓
参
り
。
実
に
不
思
議
な
民
族
だ
」
と
い
う
コ

大
平

怨
親
平
等

敵
味
方
の
差
別
な
く
、

絶
対
平
等
の
慈
悲
の
心
で
接
す
る
こ
と
。
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メ
ン
ト
な
ん
で
す
。
だ
け
ど
そ
れ
は
、
西
洋
的
な
宗
教
観
・
信
仰
観
と
い
う
も
の
を

日
本
人
に
当
て
は
め
て
い
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
日
本
人
は
特
に
中
世
以
来
は
先
祖
供

養
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
信
仰
心
を
高
め
深
め
て
い
っ
た
、
そ
う
い
う
信
仰
形
態
で

あ
る
と
思
い
ま
す
。
何
も
不
思
議
な
こ
と
は
な
い
。
不
思
議
と
い
う
考
え
方
は
、
明

ら
か
に
西
洋
的
な
、

い
わ
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
を
中
心
に
し
た
体
系
の
宗
教
学
を
基
準

と
し
て
日
本
に
当
て
は
め
た
見
方
で
あ
っ
て
、
決
し
て
日
本
人
に
信
仰
心
が
な
い
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
言

っ
て
い
る
の
で
す
。

株
橋
日
本
人
の
宗
教
心
、
仏
教
的
信
仰
心
と
言
い
か
え
て
む
い
い
で
す
が
、
そ
れ

を
支
え
て
き
た
も
の
は
先
祖
供
養
と
い
え
ま
す
が
、
本
尊
の
問
題
と
の
関
連
か
ら
考

え
ま
す
と
、
信
仰
の
対
象
は
本
尊
で
は
な
く
先
祖
と
い
え
る
風
潮
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
日
蓮
大
聖
人
が
本
尊
に
着
目
さ
れ
た
こ
と
は
、
本
尊
を
拝
む
こ
と
に
よ

っ
て
先
祖
供
養
も
成
就
し
て
い
く
ん
だ
と
お

っ
し
ゃ
り
た
か

っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

大
平

そ
れ
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に

「仏
法
は
体
の
ご
と
し
、
世
間
は
影

の
ご
と
し
」

(『
諸
経
与
法
華
経
難
易
事
』)
と
い
う
、
そ
の
「
体
」
を
は
っ
き
り
と
お

示
し
に
な
る
。
そ
の

「体
」
を
、
具
体
的
な
本
尊
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
明
示
し
な

*
も
〈
れ
ん
そ
ん

rz

い
と
一

般
的
に
は
分
か
り
に
く
い
。
だ
か
ら
、
目
連
尊
者
が
法
華
経
を
信
心
し
た
か

ら
両
親
も
成
仏
し
た
の
で
あ
る
と
、
先
祖
供
養
の
精
神
風
土
を
本
来
の
信
心
の
と
こ

}O 

目

連

尊

者

関
連

(目
機
連
も
っ
け

ん
れ
ん
)
と
も
言
う
。

仏
の
十
大
弟
子

の

一
人
。
神
通
第

一
と
言
わ
れ
る
。

地

獄
に
苦
し
む
母
を
お
題
目
を
唱
え
る
こ

と
で
地
獄
か
ら
救
い
出
し
た。



ろ
へ
も
っ

て
ゆ
か
れ
る
わ
け
で
す
。

株
橋

本
尊
の
示
し
方
が
具
体
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
拝
む
側
は
意
識
・
知
識
が

な
く
て
も
こ
れ
で
い
い
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
自
然
に
手
を
合
わ
せ
る
。
そ
う
い
う
面

第一章 私たち法華宗信徒は、何に対して手を合わせているのか

は
大
い
に
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
も
。

*
み
よ
う
ら
く
だ
い

し

は
っ
し
ん

大

平

中

国
、
唐
代
の
妙
楽
大
師
は

「
発
心
が
真
実
で
な
く
て
も
、
正
し
い
ご
本

尊
に
向
か
え
ば
功
徳
が
多
い
。
も
し
、
ご
本
尊
が
正
し
く
な
け
れ
ば
、
拝
む
心
が
真

実
で
あ

っ
て
も
仏
種
と
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
は

っ
き
り
し
た
も
の
、
つ
ま
り
唯

一
こ
れ
で
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
も
の
を
示
す
こ

と
に
よ

っ
て
、
拝
む
意
識
を
高
揚
さ
せ
た
と
い
う

一
面
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

に
よ

っ
て
、
色
ん
な
雑
多
な
信
仰
と
い
う
も
の
を
本
来
の
意
味
の
信
心
に
導
い
て
い

く
意
図
を
、
日
蓮
大
聖
人
は
お
持
ち
だ

っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

ね
。日

本
仏
教

(浄
土
系
)
と
日
蓮
大
聖
人
の
本
尊
観
の
相
違

株
橋

と
こ
ろ
で
、
浄
土
系
の
本
尊
観
と
日
蓮
大
聖
人
の
本
尊
観
と
の
違
い
は
具
体

的
に
は
ど
の
あ
た
り
で
し
ょ
う
か
。

大
平

そ
う
で
す
ね
。
浄
土
系
の
本
尊
は
結
局
は
阿
弥
陀
さ
ん
の
本
願
力
に
頼
ろ
う

妙
楽
大
師

(
七
二

1
七
八
二
)

湛
然
(
た
ん
ね
ん
)

荊
渓
尊
者
(
け

い
け
い
そ
ん
じ
ゃ
)
と
も
言
う
。
天
台

三
大
部
の
註
釈
は
現
在
ま
で
最
も
重
視

さ
れ
る
。

日
蓮
大
聖
人
の
御
巡
文
の
中

に
も
多
く
引
用
さ
れ
る
。
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と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
に
対
し
て
日
蓮
大
聖
人
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
も
の
、

経
力
と
い
う
も
の
を
説
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
も
ち
ろ
ん
仏
力

・
菩
薩
力
な

ど
を
含
め
て
の
経
力
で
あ
っ

て
も
、
浄
土
系
と
は
頼
り
方
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
お
題
目
は
仏
種
子
だ
と
い
う
考
え
方
か
ら
も
よ
く
分
か
り
ま
す
。

弥

陀
の
救
済
と
か
釈
尊
の
救
済
と
か
、
向
こ
う
側
の
救
済
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、
成
仏

の
原
因
と
な
る
具
体
的
な
も
の
を
い
た
だ
く
ん
だ
と
説
か
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
具

体
的
な
も
の
が
南
無
妙
法
蓮
華
経
。
だ
か
ら
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
本
尊
の
対
象
と

も
な
る
し
、
唱
え
れ
ば
成
仏
の
種
子
と
も
な
る
の
で
す
。
ま
さ
に
「
三
大
秘
法
」
な

の
で
す
。
こ
こ
が
浄
土
系
と
の
違
い
だ
と
思
い
ま
す
。

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
て
聞
か
す

株
橋

今
、
「三
大
秘
法
」
と
い
う
言
葉
が
出
ま
し
た
。
「

一
大
秘
法
」
「
三
大
秘
法
」

に
つ
い
て
や
さ
し
く
話
を
す
る
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、

*
!
γ
ん
ず
』
よ
ょ
っ

信
行
の
立
場
に
よ
り
「

一
大
秘
法
」
を
具
体
化
し
た
も
の
が
「
三
大
秘
法
」
で
あ
る

と
解
釈
し
て
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
お
題
目
は
、
日
蓮
大
聖
人
か
ら

我
々
に
代
々
伝
わ

っ
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
も
っ
と
も
お
題
目
と
は
、
本
仏
が
最
初

大
平
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三
大
秘
法

本

門

の

本

尊

本
門
の
戒

壇
本
門
の
題
自
の
こ
と
。

信
行

教
え
を
信
じ
る
こ
と
に
よ

っ
て

成
仏
を
期
す
る
修
行
、
修
行
観
。



*

く
お
ん
ほ
ん

じ

に
唱
え
ら
れ
た
信
行
の
根
本
と
理
解
し
ま
す
の
で
、
原
点
は
久
遠
本
時
に
還
る
わ
け

で
す
が
、
現
実
の
日
本
の
歴
史
の
上
で
は
日
蓮
大
聖
人
が
最
初
、
つ
ま
り
上
行
応

化
の
人
で
あ
る
日
蓮
大
聖
人
が
末
法
の
我
々
に
下
さ

っ
た
。
お
題
目
を
修
行
す
る
と

は
、
「
聞
い
て
唱
え
て
、
唱
え
て
聞
か
す
」
こ
れ
に
尽
き
る
わ
け
で
す
。
要
す
る
に
、

南
無
妙
法
蓮
華
経
を
聞
い
て
、
そ
れ
を
受
け
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
る
場
面
を

私たち法華宗信徒は、何に対して手を合わせているのか

唱
え
て
い
る
場
が
「
道
場
」
で
あ
り
、

考
え
る
と
、

唱
え
る
と
い
う
こ
と
は
同
時
に

自
分
と
一

体
と
な
る
こ
と
と
言
え
ま
す
。

の
対
象
と
す
る
こ
と
で
す
か
ら
、
「
本
尊
し
と
な
り
ま
す
。

法
蓮
華
経
と
唱
え
る
わ
け
で
す
か
ら
、
道
法
と
し
て
の
「
題
目
」
と
な
り
ま
す
。
そ

う
い
う
ふ
う
に
、
自
分
が
お
題
目
を
聞
い
て
唱
え
て
い
る
信
仰
の
場
と
い
う
も
の
を

い
た
だ
い
て
唱
え
る
と
い
う
こ
と
は
信
仰

そ
し
て

口
に
南
無
妙

考
え
た
時
に
、
自
然
な
形
で

「一二
大
秘
法
」
と
い
う
の
が
出
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

株
橋

な
る
ほ
ど
、
非
常
に
現
実
的
な
ん
で
す
ね
。

大
平

そ
う
現
実
的
で
す
。
だ
か
ら
「

一
大
秘
法
」
は
「
教
法
」
で
あ
っ
て

大
秘
法
」
は
「
行
法
」
だ
と
い
う
よ
う
に
教
学
上
で
は
規
定
し
ま
す
。
非
常
に
素
直

に
お
題
目
を
い
た
だ
い
て
自
分
が

一
言
で
も
唱
え
て
み
た
ら
、
そ
れ
が
「
三
大
秘
法
」

第一章

の
姿
だ
と
言
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。

久
遠
本
時

本
仏
釈
尊
が
五
百
億
塵
点

の
昔
に
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
お
題
目

を
唱
え
自
ら
成
仏
し
、
他
に
下
種
さ
れ

た
時
の
こ
と。

上
行
応
化

法
華
経
本
門
八
口川
に
お
い

て
、
本
仏
釈
尊
か
ら
お
題
日
の
弘
通
を

付
嘱
さ
れ
る
地
涌
の
菩
薩
た
ち
の
筆
頭

が
上
行
菩
薩
で
あ
る
。
そ
の
上
行
菩
薩

が
、
末
法
と
い
う
悪
世
に
生
き
る
我
々

衆
生
を
救
う
た
め
に
、
人
界
に
白
蓮
大

聖
人
と
な
っ
て
現
れ
下
種
せ
ら
れ
た
。
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ま
さ
し
く
そ
の
通
り
で
す
ね
。
非
常
に
す
ご

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
法
華

宗
の
本
尊
と
は
、
自
分
の
外
側
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
客
観
的

な
も
の
と
自
分
の
心
の
中
が
一

体
化
し
て
く
る
の
で
す
ね
。

大
平

本
来
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
別
な
も
の
で
あ
る。

難
し
い
表
現
で
す

が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
本
仏
釈
尊
ご
自
身
が
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
成
道
さ

れ
た
、
そ
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
、
今
度
は
釈
尊
、
が
み
ん
な
に
唱
え
さ
せ
る
と
い
う

構
造
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
、
拝
む
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
ま
た
自
分
が
そ
の
中
に
あ

る
。
そ
う
い
う
も
の
が
法
華
宗
の
本
尊
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か。

株
橋法

華
宗
と
日
蓮
宗
の
本
尊
の
違
い

大
平

日
蓮
宗

(一

致
派
)
の
教
学
の
指
導
的
立
場
に
あ
る
立
正
大
学
で
は
、
釈
尊

を
本
尊
と
す
る
考
え
方
で
す
。
先
ほ
ど
も
問
題
に
な

っ
た
よ
う
に
、
常
識
的
に
は
本

尊
と
は
仏

・
菩
薩
と
い
う
具
体
的
な
尊
像
を
拝
む
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
我
々
の
心
情
と
し
て
具
体
的
な
像
を
拝
む
こ
と
が
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い

*

し
し
ん
じ
よ
う

と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
点
に

つ
い

て
、
日
隆
聖
人
も
『
私
新

抄
』
の

な
か
で
、

「
我

々
の
ご
本
尊
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
あ
り
、
そ
の
脇
土
が
釈
迦

・
多

ほ
う

*
ほ
う
し
ん

宝
等
で
あ
る
。
そ
の
報
身
釈
尊
は
、
色

・
形
あ
る
姿
で
本
尊
を
お
飾
り
す
る
。

仏
滅

一
致
派

現
在
の
日
蓮
宗
で
は
、
法
華

経
の
本
門
と
迩
門
と
の
位
置
づ
け
を
考

え
る
上
で
、
本
迩
一
致
義
を
様
傍
す
る

放
に

一
致
派
と
呼
ば
れ
る
。
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私
新
抄

日
隆
聖
人
初
期
の
著
述
。
十

=
一
巻
か
ら
な
る
。

日
像
聖
人
の
教
え
や
、

日
存

・
日
道
両
聖
人
の
研
究
さ
れ
た
成

果
を
も
と
に
し
て
、
日
蓮
大
聖
人
の
教

え
の
基
本
的
考
え
方
を
体
系
的
に
ま
と

め
た
占
物
。

多
宝

多
宝
如
来
の
略
。
東
方
の
宝
浄

位
界
に
い
る
と
い
う
仏
。

釈
尊
が
法
華

経
を
説
い
た
時
、
空
中
に
犠
が
現
れ
、

そ
の
塔
中
に
い
て
釈
尊
を
讃
嘆
し
、
半

座
を
分
け
た
と
い
う
仏
。
多
宝
仏
。

報
身

仏
の
三
身
の

一
つ
。
=
一身
と
は

法
身

報

身

応

身
の
こ
と
。
一
仏
に

つ
い
て
三
方
面
よ
り
観
察
し
た
も
の
で
、

三
身
は

一
体
の
仏
に
具
足
す
る
。
報
身

は
修
因
感
果

(実
際
に
修
行
を
し
、
そ

の
報
果
と
し
て
悟
り
を
開
く
こ
と
)
の

仏
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
。
法
華
経
寿
量

口聞
に
一
ホ
さ
れ
た
仏
身
は
、
三
身
を
具
し



*
さ
ん
ぽ
う

後
の
三
宝
は
、
絵
像

・
木
像
と
す
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
か
ら
、
な
お
さ
ら
ち
ょ
う

私たち法華宗信徒は、何に対して手を合わせているのか

ど
よ
い
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
。
こ
れ
は
人
間
の
心
情
を
も
ふ
ま
え
て
述
べ
ら
れ

た
わ
け
で
す
。
と
も
か
く
日
蓮
宗
で
は
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
本
尊
の
正
体
と
は
せ

ず
釈
尊
を
本
尊
と
す
る
と
い
う
の
で
、
憂
茶
羅
と
の
関
係
が
問
題
と
な
り
、
立
正
大

学
の
先
生
の
な
か
で
も
、
わ
ざ
わ
ざ
本
尊
を
「
本
門
の
本
尊
」
と
「
観
心
の
本
尊
」

し

ぼ

さ

つ

い
っ

そ

ん

し

し

と
分
け
た
り
し
て
、
そ
れ
で
釈
尊
と
四
菩
薩
の

一
尊
四
土
本
尊
と
憂
茶
羅
と
の
違
い

き
ょ
L
ん
た
ん
か
い

を
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
御
遺
文
を
虚
心
坦
懐
に
拝
見
す

れ
ば
、
本
尊
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
自
然
に
落
ち
着
き
ま
す
。

周
知
の
よ
う
に
、
御
遺
文
の
な
か
に
は
釈
尊
を
本
尊
と
す
る
解
釈
も
見
受
け
ら
れ
ま

す
が
、
御
遺
文
を
正
直
に
拝
読
す
れ
ば
、
や
は
り
南
無
妙
法
蓮
華
経
が
第

一
義
の
本

尊
で
あ

っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
釈
尊
は
、
あ
く
ま
で
第
二
義
的
本
尊
で
あ
る
と
法
華

宗
で
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

株

橋

釈

尊
の
み
を
本
尊
と
規
定
す
れ
ば
、

阿
弥
陀
仏
な
ど
を
本
尊
と
す
る
他
宗
の

本
尊
義
と
同
じ
次
元
で
す
。
こ
れ
で
は
先
に
論
じ
た
本
尊
観
と
離
反
し
て
き
ま
す
。

大
平

法
華
経
が
、
釈
尊
と
私
共
と
の
深
い
関
係
を
述
べ
て
い
る
の
は
事
実
で
す
。

し
か
し
、
日
蓮
大
聖
人
は
釈
尊
を
こ
の
上
な
く
尊
ま
れ
な
が
ら
、
南
無
妙
法
蓮
華
経

が
本
尊
の
正
体
で
あ
る
と
解
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

第一章

つ
つ
も
、
こ
の
報
身
の
側
面
が
強
調
さ

れ
て
い
る
。

三

宝

仏

法
僧
の
こ
と
。
法
華
宗

で
は
塔
中
南
無
妙
法
蓮
華
経

(
法
宝
)
、

釈
迦
如
来
多
宝
如
来

(
仏
宝
)
、
上

行
菩
薩
日
蓮
大
菩
薩

(僧
宝
)
を
言

う
。
た
だ
し
、

一
般
的
に
お
木
像
で
は
、

宝
塔
と
釈
迦
如
来
多
宝
如
来
の
坐
像

を
三
宝
尊
と
呼
ん
で
い
る
。

四
菩
薩

法
華
経
本
門
八
口
聞
に
顕
れ
る

地
涌
の
菩
薩
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
。
上
行
、

無
辺
行
、
浄
行
、
安
立
行
の
四
菩
薩
の

司」ル
」
。
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株
橋

こ
の
点
を
問
題
と
す
る
時
、

「法
華
経
の
ど
こ
を
読
ん
だ
ら
南
無
妙
法
蓮
華

経
を
本
尊
と
す
る
こ
と
が
出
て
く
る
の
か
」
と
い
う
質
問
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
確

か
に
成
語
と
し
て
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
先
生
は
こ
の
質
問
に
ど
う
答
え
ら
れ
ま
す
か
。

大
平

『
法
華
経
』
と
い
う
お
経
は
、
日
蓮
大
聖
人
が
そ
う
で
あ
ら
れ
た
よ
う
に
、

そ
の
な
か
に
飛
び
込
ん
で
い
く
と
こ
ろ
に
『
法
華
経
』
の
世
界
が
あ
る
。
そ
れ
が

「
法
華
経
を
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
『
法
華
経
』
の
な
か
に
飛
び

込
む
と
い
う
こ
と
は
、
『
法
華
経
』
全
体
に

「南
無
」
す
る
、
こ
れ
が
南
無
妙
法
蓮

華
経
の
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
日
蓮
大
聖
人
は
、
五
字
七
字
の
題
目
は

単
な
る
経
題
で
は
な
く
、
「
所
詮
な
り
、
体
な
り
、
心
な
り
」
(
『
曲
目
谷
股
御
返
事
』
)

と
言
わ
れ
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
繰
り
返
す
よ
う
で
す
が
、
『法
華
経
』

(厳
密
に
は
本

門
の
法
華
経
)
全
体
に

「南
無
す
る
」「
帰
依
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
れ

は
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
を
自
ら
要
請
し
て
い
る
お
経

が
『
法
華
経
』
。
だ
か
ら
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
い
う
成
語
が
『
法
華
経
』
内
に
な

い
か
ら
お
か
し
い
と
す
る
議
論
は
、
『
法
華
経
』
の
内
容
解
釈
が
正
当
で
な
い
と
言

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

株
橋

確
か
に

『
法
華
経
』
が
要
請
し
て
い
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。
長

い
法
華
教
学
史
の
な
か
で
、
『
法
華
経
』
を
主
体
的
に
把
握
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
は
、
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第一章 私たち法華宗信徒は、何に対して手を合わせているのか

唯

一
日
蓮
大
聖
人
だ
け
と
い
え
ま
す
。

大
平

「
法
華
経
の
行
者
日
蓮
」
と
い
う
宗
祖
の
お
言
葉
が
象
徴
し
て

い
ま
す
。

『法
華
経
』
と
い
う
お
経
に
向
か
う
時
、
古
典
と
し
て
読
む
と
か
、
文
学
と
し
て
読

む
と
か
、
い
ろ
ん
な
読
み
方
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
『
法
華
経
』
と
自
分
と
の
聞

に
距
離
を
お
い
て
古
典
を
読
む
、
ま
た
文
学
作
品
を
読
む
、

い
わ
ゆ
る

「教
養
し
と

し
て
読
む
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

「
こ
こ
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
唱
え
な
さ
い
と

あ
る
か
ら
唱
え
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
日
蓮
大
聖
人
が

「法
華
経
は
日
蓮

一
人
の
た
め
だ
L

と
ご
自
分
の

「生
死
」
を
か
け
て

『法
華
経
』

に
向
か
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
も
う
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で

「南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と

言
う
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
は

「我
々
が
生
き
て

い
る
事
実
そ
の
ま
ま
だ
」
と
言
え
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
は

『法
華
経
』
を
身
読
さ
れ

た。

こ
れ
を
逆
に
言
う
と
、

「南
無
妙
法
蓮
華
経
」
そ
れ
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

大
田
曳
茶
羅
の
世
界

株
橋

そ
の
世
界
を
文
字
化
さ
れ
た
の
が
大
憂
茶
羅
で
す
ね
。
ま
さ
に
日
蓮
大
聖
人

が
感
得
さ
れ
た
信
仰
そ
の
も
の
と
い
え
ま
す
ね
。
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大
平

同
感
で
す
。

こ
う
あ
ん
し
き

そ
の
大
蔓
茶
羅
本
尊
で
疑
問
に
思
っ
て
い
た
こ
と
で
す
が
、
弘
安
式
に
な

っ

て
く
る
と
、
「
四
天
王
」
の
配
列
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
て
諸
説
が

あ
り
ま
す
が
、
先
生
は
ど
う
お
考
え
で
し
ょ
う
か
。

大
平

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
日
蓮
大
聖
人
の
具
体
的
な
お
示
し
は
、
何
も
な
い
で

す
ね
。
何
か
深
い
お
考
え
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
ん
だ
ろ
う
と
、
私
は

受
け
止
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

後
世
の
人
は
色
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
け

れ
ど
。

株
橋

株
橋

大
蔓
茶
羅
の
中
央
に
あ
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
字
体
に
つ
い
て
も
、
古
来
よ

り
諸
説
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

大
平

室
町
時
代
頃
に
は
、
大
蔓
茶
羅
に

つ
い
て
言
い
伝
え
を
ま
と
め
た
文
献
が
色

々
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
成
立
の
背
景
に
は
、
大
憂
茶
羅
を
見
た
人
た
ち
が
自
分
自

身
の
疑
問
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
色
々
考
え
た
末
に
、
「
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い

う
想
像
が
「
こ
う
で
あ

っ
た
」
と
い
う
説
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
し
か

し
な
が
ら
現
実
に
は
、
日
蓮
大
聖
人
ご
自
身
は
そ
の
理
由
を
お
示
し
に
な
っ
て
お
ら

れ
な
い
。
宗
祖
の
確
実
な
お
示
し
が
存
在
し
て
い
れ
ば
別
で
す
が
、
そ
う
で
な
い
場

合
に
は
、

凡
夫
と
し
て
は

「分
か
ら
な
い
こ
と
は
分
か
ら
な
い」

で
い
い
ん
じ
ゃ
な

38 

四
天
王
四
大
天
王
と
も
言
う
。
仏
法

守
護
の
善
J

仲
で
、
東
方
の
持
国
天
王

南
方
の
増
長
天
王
西
方
の
広
目
天

王
e

北
方
の
毘
沙
門
天
王
(多
聞
天
王
)

の
こ
と
。
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い
か
な
と
思
い
ま
す
ね
。
宗
祖
ご
自
身
に
何
か
深
い
意
味
が
あ

っ
た
と
の
推
測
は
可

能
で
も
、
我
々
凡
夫
の
あ
さ
は
か
な
計
ら
い
で
勝
手
に
「
こ
う
で
あ
っ
た
に
違
い
な

い
」
と
断
定
す
る
こ
と
は
、
私
は
慎
む
べ
き
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
確
か
に
い
ろ
い

ろ
疑
問
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
け
ど
ね
。

以
前
、
大
隆
寺
様
に
学
林
が
あ
っ
た
時

の
こ
と
で
す
。
株
橋
日
涌
上
人
が
お
憂
茶
羅
を
お
書
き
に
な
る
の
を
手
伝

っ
て
い
た

は
ん
も
ん
は
っ
ぽ
ん

あ
る
学
生
が
、
突
然

「本
門
入
品
の
お
題
目
だ
か
ら
、
長
く
の
ば
す
と
こ
ろ
が
八
本

あ
る
ん
だ
」
と
興
奮
し
て
言
う
ん
で
す
(
爆
笑
)
。
本
人
に
と
っ
て
は
、
す
ご

い
発

見
だ

っ
た
ん
で
す
ね
。
で
も
、
他
の
人
に
主
張
で
き
る
客
観
的
根
拠
は
ま

っ
た
く
な

い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
信
心
の
世
界
に
は
色
々
あ

っ
て
、
難
し
い
で
す
ね

(笑
)。

株

橋

先

ほ

ど
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
『
法
華
経
』
の
要
請
し
て
い
る
も

の
が

「南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
し
か
表
現
で
き
な
い
っ
て
い
う
世
界
は
、

「流
動
的

な
世
界
、
動
い
て
い
る
も
の
」
だ
と
と
ら
え
て
い
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
文
字

で
表
現
す
る
に
は
、

「止
ま

っ
た
か
た
ち
」
で
し
か
表
現
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、

「一

瞬
」
の
世
界
。

ほ
ん
じ

つ
て
の
は

「
今
」
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
「
今
本
時
の
裟
婆
世

界
は
:
:
:
」
と
言
う
あ
の

「今
」
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
大
憂
茶

日
蓮
大
聖
人
が
『
法
華
経
』
を
、
特
に
「
本
門
八
品
」
の
世
界
を
感
得
さ

大
平

そ
の
「

一
瞬
」
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れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
諸
尊
が
南

無
妙
法
蓮
華
経
と
関
連
し
て
い
る
世
界
を
表
そ
う
と
さ
れ
た
、
と
の
想
像
は
許
さ
れ

む

に

ぶ

つ

る
と
思
い
ま
す
。
『
本
尊
抄
』
の

「塔
中
妙
法
蓮
華
経
、
左
右
に
釈
迦
牟
尼
仏
・

多

ほ
う
お
ん
じ
よ
う

宝
仏
」
、
あ
る
い
は
『
報
恩
抄
』
で
も
、

「
本
門
の
教
主
釈
尊
を
本
尊
と
す
べ
し
」

と
あ

っ
て
、
そ
の
あ
と
す
ぐ
に

「所
調
宝
塔
の
内
の
釈
迦
・
多
宝
」
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
単
に
釈
尊
の
み
が
本
尊
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
は
南
無
妙

法
蓮
華
経
と
い
う
も
の
に
包
ま
れ
た
釈
尊
、
あ
る
い
は
諸
尊
・

十
界
の
聖
衆
と
い

う
関
連
づ
け
が
あ
る
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
本
尊
と
し
て

拝
む
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
は
日
蓮
大
聖
人
が
お
示
し
に
な

っ
た
大
憂
茶
羅
を

ご
ん
ぎ
ょ
う

前
に
し
て
、
日
常
の
勤
行
を
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
日

々
の
生
活
に
お
い
て
南
無

妙
法
蓮
華
経
と
常
に
離
れ
ず
に
生
活
し
て
い
く
こ
と
じ

ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ

か
ん
じ
よ
う

ま
り
、
寺
院
の
ご
宝
前
で
考
え
て
み
る
と
、
諸
仏
が
勧
請
さ
れ
た
ご
宝
前
す
べ
て

が
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
な
る
の
で
す
。

南
無
に
南
無
す
る

株
橋

な
る
ほ
ど
。

『
法
華
経
』
が
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
要
請
し
、
そ
れ
に
帰
依
す

る
と

い
う
法
華
宗
の
教
え
は
、
先
の
お
話
に
あ

っ
た
仏
教
本
来
の
姿
で
あ
る
と
言
え
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十
界
の
聖
衆
日
蓮
大
聖
人
が
お
盈
茶

羅
に
名
前
を
書
か
れ
て
い
る
十
法
界

(仏

・

菩

薩

縁

覚

声

聞

天

人

修

羅

畜

生

餓

鬼

地

獄

の
十

界
)
を
代

表

す

る

仏

菩

薩

諸

天
義
国

神
の
方
々
の
こ
と
。



ま
す
ね
。
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『
法
華
経
』
と
い
う
も
の
が
、
仏
教
の
本
来
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
最
初
に
言

っ
た
イ
ン
ド
の
釈
尊
の
最
期
の
説
法
は
、
ま

ず
自
灯
明

「最
期
の
拠
り
所
は
自
分
自
身
だ
」
と
。

「
自
分
自
身
」
は
結
局
は
「
無

常
」
。
だ
か
ら
、
最
終
的
に
は
「
法

(ダ
ル
マ
)
」
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
「
法
灯
明
」

く

ち

き

が

き

そ

び

2

う
せ
ん
び
ょ
う

と
い
う
。
こ
れ
が
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
朽
木
書

(素
描
、
先
表
)
で
あ
る
と
思

う
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
平
川
彰
先
生
は

「
あ
れ

(法
灯
明
の
説
)
は、

出
家
者
に

対
し
て
説
か
れ
た
ん
で
あ

っ
て
、
在
家
者
は
仏
に
帰
依
す
る
だ
け
だ
」
と
、
あ
る
本

に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
最
終
的
に
は

「法
」
を
拠
り

所
と
す
る
と
こ
ろ
に
至
る
わ
け
だ
か
ら。

株
橋

や
は
り

「釈
尊
本
尊
」
と
い
う
考
え
方
で
は
、
こ
の
仏
教
の
基
本
理
念
が
表

現
で
き
な
い
。

大
平

大
平

そ
う
で
す
。
釈
尊
ご
自
身
も

「南
無
法
」
「
南
無
妙
法
」
な
ん
で
す
よ
。

「法」

な
ん
で
す
よ
。

株
橋

私
は
師
父
か
ら
常
々
、
「南
無

・
南
無
妙
法
蓮
華
経
だ
。
そ
の
南
無
妙
法
蓮

華
経
と
い
う
の
は
、
釈
尊
の
唱
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
日
蓮
大
聖
人
の
信
行

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
聞
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ず
い
ぶ
ん
後
に
な

っ
て
、
大
平
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先
生
か
ら
講
義
を
受
け
た
時
、
同
じ
よ
う
に

「南
無
妙
法
蓮
華
経
に
南
無
す
る
ん
だ
」

と
熱
弁
を
奮
わ
れ
た
の
で
、
強
烈
な
印
象
が
あ
り
ま
す
。

41 

南
無
妙
法
蓮
華
経
は
あ
り
が
た
い
も
の

今
ま
で
の
お
話
を
聞
い
て
き
ま
し
て
、
法
華
宗
の
本
尊
が
南
無
妙
法
蓮
華
経

で
あ
る
こ
と
は
、
末
法
の
衆
生
で
あ
る
我
々
に
と

っ
て
非
常
に

「
あ
り
が
た
い
」
と
、

改
め
て
確
認
で
き
ま
し
た
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
は
言
葉
の
教
え
で
す
か
ら
、
必
ず

し
も
漢
字
で
記
す
必
要
性
は
な
く
、
「
唱
え
る
だ
け
で
い
い
」
「
聞
く
だ
け
で
い
い
」

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
他
宗
の
本
尊
と
ま
っ
た
く
相
違
し
て
い
る
と
受
け
取
り
ま
し
た
。

大
平

そ
う
で
す
ね
。
先
ほ
ど
言
っ
た
「
仏
種
」
と
い
う
考
え
方
が
大
切
で
す
。
た

だ
単
に

「仰
い
で
助
け
て
い
た
だ
く
」
の
み
で
は
な
く
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
い

た
だ
い
て
、
そ
れ
が
本
尊
で
あ
る
の
と
同
時
に
「
仏
種
」
だ
と
、
成
仏
を
必
ず
約
束

す
る
も
の
だ
と
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
法
華
宗
の
本
尊
の

「あ
り
が
た
さ
」
が
生
ま

株
橋

か 株
。橋

れ
て
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
信
行
の
姿
が
、
ま
さ
し
く
菩
薩
行
を
実
践
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す

大
平

そ
う
で
す
ね
。
思
想
的
な
面
か
ら
言
え
ば
、
『
法
華
経
』
の
教
え
は
、
「
誰
も



が
本
来
菩
薩
で
あ
る
」
と
。
だ
か
ら
、
他
の
人
に

「
あ
な
た
も
菩
薩
で
あ
る
」
と
自

覚
し
て
も
ら
い
た
い。

南
無
妙
法
蓮
華
経
を
唱
え
て
聞
か
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

自
覚
を
う
な
が
す
要
因
と
な
り
ま
ず
か
ら
、
菩
薩
行
を
実
践
し
て
い
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

第一章 私たち法華宗信徒は、何に対して手を合わせているのか

南
無
妙
法
蓮
華
経
を
唱
え
、
聞
か
す
こ
と
が
菩
薩
行
と
は
、
老
若
男
女
を
問

わ
ず
に
で
き
る
簡
単
な
修
行
で
す
ね
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
易
行
と
い
え
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
の
お
言
葉
に
も
そ

株
橋

大
平

う
あ
り
ま
す
。

ね 株
。橋

易
行
で
あ
る
ん
で
す
か
ら
、
も
っ
と
も

っ
と
弘
ま

っ
て
ほ
し
い
教
え
で
す
よ

お
題
目
に
生
き
る

「
お
題
目
」
の
力
、

「
お
題
目
L

の
信
心
を
い
た
だ
く
と
い
う
と
こ
ろ
を
、

も
っ
と
追
求
し
て
い
か
な
く
て
は
と
思

っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て、

僧
侶
の
役
目
は
、
水
を
か
ぶ
る
苦
行
と
か
難
行
と
か
を
信
者
に
見
せ
る
の
で
は
な
く
、

「
お
題
目
」
を
い
た
だ
い
て
、
現
実
の
社
会
の
な
か
で
い
か
に
生
き
て
い
る
か
、
そ

の
姿
を
示
す
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
私
が
最
近
あ
ち
こ
ち
で
言

つ

大
平

43 



て
い
る
の
は
、
世
間

一
般
で
は

「お
題
目
」
と
い
う
言
葉
が
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
は

な
く
て
、
た
と
え
ば
、

「
政
治
家
の
政
治
改
革
な
ん
て
お
題
目
に
す
ぎ
な
い
」
な
ん

て
使
い
方
を
す
る
。
法
華
宗
か
ら
い
え
ば
非
常
に
不
愉
快
な
表
現
で
す
。
こ
う
い
う

悪
用
法
は
ぜ
ひ
と
も
や
め
て
も
ら
い
た
い
。

大
平

お
題
目
の
す
ば
ら
し
さ
を

一
人
で
も
多
く
の
人
に
知

っ
て
も
ら
う
こ
と
が
、

我
々
法
華
宗
僧
侶
・
信
徒
の
第
一
の
使
命
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
同
時
に
ま
た
お
題

目
を
い
た
だ
い
た
我
々
が
、
自
分
の
実
際
の
生
活
の
中
で
、
社
会
の
人
々
に
「
な
る

ほ
ど
法
華
宗
の
お
題
目
の
信
心
を
い
た
だ
い
て
い
る
人
は
す
ば
ら
し
い
」
と
認
め
ら

れ
る
生
活
を
送
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
有
名
人
が
亡
く
な
る

け
い
け
ん

と
、
よ
く
「
敬
度
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
っ
た
」
と
い
う
記
事
を
日
に
し
ま
す
。
と
こ

ろ
が
仏
教
信
者
。
か
そ
う
書
か
れ
た
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。

仏
教
者
の
方
が
圧
倒
的
に

多
い
と
思
う
の
に
で
す
。
「
あ
の
人
は
立
派
な
仕
事
を
し
た
」
、
あ
る
い
は
「
社
会
の

た
め
に
大
き
な
功
績
を
遣
し
た
」
、
よ
く
聞
い
て
み
た
ら
、
「法
華
宗
の
信
者
」
「
真

撃
な
法
華
信
者
で
あ

っ
た
」
と
か
の
記
事
が
載
り
ま
せ
ん
ね
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が

増
え
て
く
る
こ
と
こ
そ
、
ほ
ん
と
う
の
お
題
目
の
あ
り
が
た
さ
を
知
ら
し
め
る
「
ち

か
ら
」
に
な
る
と
思

っ
て
い
ま
す
。
開
宗
七
百
五
十
年
に
向
か
っ
て
の
法
華
宗
の
ス

そ
う
げ
し
ゅ

口

l
ガ
ン
は
、
お
題
目
の

「総
下
種
」
で
す
。
唱
え
て
い
な
い
人
に

一
人
で
も
多
く
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唱
え
て
も
ら
う
、

こ
れ
は
や
ら
な
き
ゃ
な
ら
な
い
こ
と
で
す
が
、
同
時
に
お
題
目
を

い
た
だ
い
て
い
る
者
は
、
常
に
今
の
自
分
に

「こ
れ
で
い
い
の
か
」
と
い
う
反
省
の

念
を
も
っ
て
生
き
る
。
そ
の
姿
に
、

「
あ
ん
な
立
派
な
人
が
法
華
の
信
者
に
い
た
の

そ
ん
な
言
葉
を
か
け
て
も
ら
え
る
人
が
増
え
る
こ
と
も
大
事
な
こ
と
で
し
ょ

か」
、

第 章 私 た ち 法1(t:宗信徒は、何に対して手を合わせているのか

ぅ
。
私
自
身
は
ま

っ
た
く
ダ
メ
な
人
間
で
、
人
さ
ま
に
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
え
る
立

場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

世
間
に
は

「真
撃
な
法
華
者
」
は
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
思
う
の
で
す
。
と
も
か
く
、
自
分
自
身
で
改
め
て

「法
華
者
」
で
あ
る
こ
と
を

そ
こ
か
ら
始
め
た
い
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。

自
覚
し
て
生
き
る
。
私
は
、
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