
現
時

に
お
け
る
大
聖

人
山

口

範

道

け
と
は
過
去

。
現
在

・
未
来
の
称
で
あ
り
、
無
始
無
終
に
ゴ
び

長
さ
で
あ
る
。
現
時

・
過
時

・
未
来
時
は
現
在

。
過
去

・
未
来
の

こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
仏
法
で
説
く
三
世
で
あ
る
。

大
聖
人
は
此
の
三
世
に
常
住
遊
ば
さ
れ
て
衆
生
に
大
慈
悲
を
重

れ
給
ふ
の
で
あ
る
。
末
法
の
衆
生
は
三
世
に
お
い
て
戒
壇
の
大
御

本
尊
を
即
大
聖
人
と
信
拝
し
奉

っ
て
、
そ
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
功

徳
善
根
を
積
む
こ
と
が
唯

一
の
正
信
正
行
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
世
世
時
代
時
代
に
お
い
て
御
登
座
な
さ
れ
る

法
主
上
人
を
、
現
時
に
お
け
る
大
聖
人
で
あ
る
と
い
う
人
が
居
る
、

大
聖
人
は
即
久
遠
の
御
本
仏
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
か
ら
、
若
し
そ
う

で
あ
れ
ば
世
世
の
御
主
上
人
は
久
遠
の
御
本
仏
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
滅
後
六
十
余
人
も
の
大
聖
人
即
御
本
仏

が
御
出
現
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

そ
の
時
代
の
御
主
上
人
が
現
時

（現
在
世
）
に
お
け
る
大
聖
人

で
あ
れ
ば
、
我
々
衆
生
は
末
法
万
年
の
間
の
現
時
に
お
い
て
拝
し

奉
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
蓮
大
聖
人
即
ち
貞
応
元
年
に
御
出
現

遊
ば
さ
れ
、
弘
安
五
年
に
滅
不
滅
を
現
ぜ
ら
れ
た
三
世
常
住
の
久

遠
の
御
本
仏
大
聖
人
は
何
処
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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当
宗

の
三
宝

（仏
法
僧
）
の
立

て
方

は
日
寛
上
人
が
明
示
さ
れ

て
い
る
通
り
、
仏
宝
は
日
蓮
大
聖
人

で
あ
り
、
法
宝

は
戒
壇

の
大

御
本
尊

で
あ
り
、
僧
宝
は
日
興
上
人
己
下
御
歴
代
法
主
上
人

で
あ

る
。

こ
の
三
宝
は
末
法
万
年

に
亘

っ
て
崩
れ
改
変
さ
れ
る
も

の
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

故

に
、
現
時

に
お
い
て
も
、
過
去
時

に
お
い
て
も
、
未
来
時

に

お
い
て
も
、
仏
宝
は
大
聖
人

で
あ
り
、
法
宝
は
戒
壇
大
本
尊

で
あ

り
、
僧
宝
は
日
興
上
人
己
下
御
歴
代

の
法
主
上
人

で
あ
る
こ
と
に

は
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

も
し
、
現
時

（現
在
世
）

に
お
け
る
法
主
上
人

（僧
宝
）
が
日

蓮
大
聖
人

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
当
宗

の
三
宝
は
、
僧

宝
が
仏
宝

に
な
り
、
末
法

の
三
法

の
立

て
方

に
大
き
な
誤
り
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

古
来
当
宗

の
信
者
が
、
僧
宝

の
日
興
上
人
が
大
聖
人

で
あ
る
と

か
、
又
日
有
上
人
、

日
寛
上
人
を
大
聖
人

で
あ
る
と
言

っ
た
こ
と

は
間
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
六
百
有
余
年
間
、
大
石
寺

は
仏
法
僧

の
三
宝
を
混
乱
す
る
こ
と
な
く
正
し
く
立

て
て
、
血
脈

の
正
統
を
守

っ
て
来

た
証
拠

で
あ
る
。

御
本
尊

七
箇
之
相
承
の
中

に

「
代

々
の
聖
人
悉
く
日
蓮
な
り
と

申
す
意
な
り

」

（聖
三
七
九
）
と
申
さ
れ
て
い
る
の
を
引
用
し
て
、

歴
代

の
法
主
上
人
は
現
時

に
お
け
る
大
聖
人

で
あ
る
と
言
う
人
が

あ
る
が
、

こ
の
御
文

で
は

「
代

々
の
上
人
は
日
蓮
な
り

」
と
申
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
く

て

「
代

々
の
上

人
は
日
蓮

で
あ
る
と
い
う

意
な
り

」
と
申
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
の

「
意

」
の
語
を

深
拝
す

べ
き
で
あ
る
。

意
と
い
う
語
は

「
意
義
、
意
味
、
お
も
ひ
、

か
ん
が

へ
る

」
と

い
う
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

信
心
修
行
す
る
上

に
於

て
、
そ
の
時
代

の
法

主
上
人

に
対
し
奉

り

て
、
大
聖
人

の
信
者
は
、
そ
う
い
う
意
義
と
お
も
ひ
と
を
抱
き

持

た
な
か

っ
た
な
ら
ば
、
広
布
と
い
う
目
的
達
成

に
異
体
同
心
し

て
精
進
す
る
こ
と
も
出
来
な

い
し
、
又
教
団
の
団
結
も
、
個
人
の

成
仏
も
出
来
得
な

い
の
で
あ
る
。

尚
又
、
左
京
日
教

の
六
人
立
義
破
立
抄
私
記
に

「
代

々
の
上
人

は
日
蓮
聖
人

の
如
き
御
本
尊
也

」
と
い
う
文
あ
る
を
引
用
し
て
、

代

々
の
法
主
上
人
が
御
本
尊

で
あ
る
と
い
う
人
が
あ
る
が
、
日
教

が
大
聖
人

の
法
門

に
精
通
し
て
全

く
誤
り
な
し
と
丸
呑

み
に
す
る

の
は
早
計

で
あ
る
。
日
教

の
こ
の
解
釈
は
正
し
い
と
は
思

え
な
い

の
で
あ
る
。
日
教

の
考
え
が
も
し
そ
う
で
あ

っ
て
も
、

こ
れ
は
考

え
す
ぎ
で
あ
り
、
本
文

の
意
味
を
よ
く
読

み
取
る
必
要
が
あ
る
の

で
あ
る
。

「
日
蓮
聖
人

の
如
き

」
の

「
如

」
と
い
う
語
は

「
似

て

い
る
、

ご
と
く

に
す
、
同
じ
よ
う
で
あ
る

」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。

故

に
、
日
教
は

「
代

々
の
上
人
は
日
蓮
聖
人

で
あ
り
御
本
尊

で

あ
る

」
と
断
定
し
て
い
な

い
の
で
あ

っ
て
、
大
聖
人
御
在
世
当
時

の
弟
子
檀
那
は
御
本
仏
大
聖
人
を
中
心

に
信
心
修
行

に
励

み
得
道
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を
し
た
よ
う
に
、
滅
後

の
衆
生
も
、
戒
壇

の
大
御
本
尊
即
大
聖
人

と
仰

い
で
受
持
信
行
し
奉

っ
て
、
そ
の
時
代
時
代

の
正
統
血
脈

に

あ
ら
せ
ら
れ
る
法
主
上
人
を
中
心

に
信
心

の
血
脈
を
乱
さ
な
い
よ

う
に
信
を
決
定
し
精
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
重
要
な
意

義
を
述

べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
会
通
す

べ
き
で
あ
る
。

御
信
徒

に
対
し
当
宗

の
三
宝
を
明
示
し
て
お
き
乍
ら
、
若
し
僧

分

に
お
い
て
、
現
時

に
お
い
て
は
僧
宝
が
仏
宝

で
あ
る
と
か
、
又

久
遠

の
本
仏
本
尊

で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考

え
を
立

て
、
末
法

の

三
宝
を
改
変
し
乱
す
よ
う
な
言
を
用

い
る
者
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は

厳

に
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
の
時
代
、
世

々
に
お
い
て
の
法
主
１１
人
は
、
イ
‐
―
心
修
行
の
Ｌ

に
お
い
て
大
聖
人
と
同
じ
よ
う
に
拝
し
て
も
、
大
型
人

で
あ
る
と

拝
し
て
は
当
宗

の
三
宝

の
立

て
方

に
大
誤
謬
を
生
じ
さ
せ
る
の
で

あ
る
。

僧
宝

の
日
興
上
人

に
対
し
て
、
大
聖
人
は
本
門
弘
通

の
大
導
師

な
り
と
明
確

に
仰

せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、

こ
の
本
門
三
大

秘
法
弘
通
の
大
導
師
が
僧
宝

で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
心
し
て
拝

す

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
考
す
る
の
で
あ
る
が
…
…
…
。
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