
日
蓮
正
宗
で
は
、
子
供
の
時
、
親
の

意
志
で
御
授
戒
を
受
け
た
者
は
、
大

人
に
な
っ
て
信
心
を
す
る
心
が
無
く
、

謗
法
の
心
を
持
っ
て
い
て
も
、
信
心

を
貫
い
て
亡
く
な
っ
た
親
の
葬
儀
や
、

法
事
の
願
主
に
な
れ
、
僧
侶
は
、
そ

の
者
の
御
供
養
を
受
け
る
事
が
出
来

る
と
、
法
門
が
変
質
し
て
い
る
事
の

間
違
い
。

廣

田

頼

道

小
僧
と
し
て
の
修
業
時
代
、
何
軒
か
の
お
寺

へ
在
勤
し
、

何
軒
か
の
お
寺

へ
短
期
の
手
伝
い
に
行

っ
た
。
そ
の
先
々
の

在
勤
し
た
御
寺
の
住
職
も
先
輩
も
、
手
伝
い
で
何
日
か
御
世

話
に
な
っ
た
住
職
も
、
共
通
し
て
言
う
事
に
は
、

「御
授
戒
を
受
け
て
い
る
人
は
、
法
事
や
葬
式
の
願
主
に
な

れ
、
御
供
養
を
す
る
事
が
出
来
る
け
れ
ど
も
御
授
戒
を
受
け

て
い
な
い
人
の
御
供
養
は
受
け
る
事
が
で
き
な
い
か
ら
、
法

事
や
葬
式
の
願
主
に
な
る
事
は
出
来
な
い
。
」

と
い
う
も
の
だ

っ
た
。
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し
か
し
、

＾
方
で
、
こ
う
い
う
住
職

・
先
輩
も
い
た
。

信
心
を
退
転
し
た
い
と
い
う
人
が
、
御
本
尊
に
御
供
養
を

添
え
て
受
付
に
持

っ
て
来
た
。
そ
の
住
職
は
御
本
尊
と
御
供

養
を
受
け
取

っ
た
。
私
は
、

「何
故
、
御
供
養
を
受
け
取
る
ん
で
す
か
。
」

と
聞
く
と
、

「あ
の
人
も
、
御
授
戒
を
受
け
て
今
迄
信
心
を
し
て
来
て
、

御
本
尊
様
に
御
世
話
に
な
り
ま
し
た
と
い
う
御
礼
の
意
味
だ

か
ら
受
け
取
っ
て
も
良
い
ん
だ
。
」

と
言
う
。
私
は
、
信
心
か
ら
退
転
す
る
人
か
ら
の
供
養
は
謗

法
の
供
養
だ
か
ら
受
け
取

っ
て
は
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
あ
な
い

の
で
す
か
と
主
張
し
、
私
は
、
住
職
に
な
っ
て
、
今
に
至
る

ま
で

一
貫
し
て
受
け
て
い
な
い
。

又
、
亡
く
な

っ
た
親
は
信
心
を
貫
き
息
を
引
き
取

っ
た
。

遺
児
は
幼
児
の
時
、
こ
の
親
と

一
緒
に
御
授
戒
を
受
け
た
け

れ
ど
、
親
が
亡
く
な
っ
て
、
葬
儀
の
時
も
七
日
毎
の
法
事
の

時
も
念
珠
を
掛
け
る
事
も
、
手
を
合
わ
せ
る
事
も
、
御
経
、

御
題
目
を
唱
え
る
事
も
し
な
か
っ
た
。
実
家
の
仏
壇
を
処
分

し
、
親
が
信
仰
し
て
い
た
御
本
尊
は
御
寺

へ
返
納
し
た
。
自

分
の
家
に
仏
壇
も
な
く
、
勿
論
御
本
尊
は
安
置
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
親
が
や
っ
て
い
た
信
心
だ
か
ら
と
言

っ
て
親

の
法
事
は
依
頼
に
来
る
。
住
職
は
、
こ
の
事
を
知
っ
て
い
て
、

求
め
る
が
ま
ま
法
事
を
受
け
付
け
る
。
私
が
、
状
態
を
伝
え

る
と
、

「う
ち
で
断

っ
た
ら
、
謗
法
で
法
事
を
す
る
よ
う
に
な
り
、

完
全
に
信
心
の
縁
が
切
れ
て
し
ま
う
。
亡
く
な
っ
た
人
が
信

心
し
て
い
た
ん
だ
し
、
彼
も
赤
ち
ゃ
ん
の
時
に
御
授
戒
を
受

け
た
ん
だ
か
ら
、
法
事
の
願
主
に
な
る
資
格
が
あ
る
。
御
供

養
を
受
け
て
も
謗
法
に
な
ら
な
い
。
」

と
い
う
返
事
だ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
当
人
に
、
期
限
を
切
っ
て
、

「い
つ
ま
で
も
こ
う
い
う
風
に
行
う
事
は
出
来
な
い
。
信
心

す
る
か
、
し
な
い
か
を
明
確
に
し
な
さ
い
。
信
心
し
て
い
な

い
者
の
供
養
は
受
け
ら
れ
な
い
か
ら
。
」

と
言
う
事
は
、
終
ぞ
聞
か
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
法
事
を
申
し
込
ま
れ
て
出
掛
け
て
い
っ
た
ら
、
創

価
学
会
の
御
本
尊
だ

っ
た
の
で
、
カ
バ
ン
に
入
れ
て
い
た
御

本
尊
に
掛
け
替
え
て
法
事
を
し
た
。

つ
ま
り
、
事
前
に
寺
院

に
所
属
し
て
い
な
い
人
間
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
上
で
、
且

つ
、
ど
う
い
う
考
え
で
信
心
を
し
て
い
る
の
か
話
し
合
い
も
、

確
認
も
し
な
い
で
法
事
を
受
け
る
。
し
か
し
、
万
が

一
の
こ

と
を
考
え
て
、
通
常
あ
り
得
な
い
、
カ
バ
ン
に
御
本
尊
を
入

れ
て
行
く
。
そ
れ
も
信
心
の
縁
だ
か
ら
と
当
然
の
よ
う
に
言
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う

。

又
、

「確
か
３０
年
前
こ
こ
の
寺
で
御
授
戒
を
受
け
た
。
創

価
学
会
も
や
っ
て
な
い
け
ど
、
親
が
亡
く
な
っ
た
の
で
葬
式

を
し
て
く
れ
。
」
と
頼
み
に
来
た
。
古
い
御
授
戒
の
記
録
を

見
た
ら
、
確
か
に
御
授
戒
を
受
け
て
い
る
の
で
、
葬
式
を
し

た
。こ

う
い
っ
た
御
授
戒
さ
え
受
け
て
い
れ
ば
信
仰
者
と
判
断

す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
誰
が
と
い
う
よ
り
も
、
日
蓮
正
宗

全
体
に
蔓
延
し
常
識
の
方
程
式
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。
じ
ゃ
あ

「謗
法
厳
戒
」
は
、
佐
藤
栄
作
が
非
核
三
原
則

を
理
由
に
希
代
の
詐
欺
師
と
し
て
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
け

取

っ
た
よ
う
に
、
絵
に
描
い
た
餅
、
謗
法
も
正
法
も
、
ど
の

よ
う
に
で
も
解
釈
で
き
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
い
、
謗
法
厳

戒
の
線
引
き
は
無
い
事
に
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。

今
こ
こ
で
は
、
日
蓮
正
宗
で
常
識
に
な

っ
て
し
ま
っ
て
い

る
、
こ
の
考
え
方
が
、
は
た
し
て
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
に
存

在
し
、
叶

っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
、
以
下
考
え
、
述
べ
て

み
た
い
と
思
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

一
、
日
蓮
大
聖
人
の
、
正
法
と
謗
法
の
基
準
と
は

結
論
か
ら
言
え
ば
、
法
華
経
に
も
日
蓮
大
聖
人
の
示
さ
れ

た
御
書
の
中
に
も
、
片
句
た
り
と
も
御
授
戒
を
受
け
て
い
れ

ば
、
そ
の
者
の
供
養
を
受
け
て
良
い
と
い
う
よ
う
な
、
御
授

戒
の
有
無
を
基
準
と
す
る
よ
う
な
類
の
教
示
は
無
い
の
で
あ

り
ま
す
。

で
は
、
何
が
要
と
す
る
基
準
か
と
言
え
ば

「信
」
「不
信
」

で
あ
り
ま
す
。

私
は
、
米
語
を
喋
る
能
力
も
努
力
も
無
い
の
に
、
縁
あ

っ

て
３０
年
余
り
、
創
価
学
会
に
裏
切
ら
れ
、
大
石
寺
に
裏
切
ら

れ
た
米
国
の
人
々
に

「日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
と
は
何
な
の
か
」

を
勉
強
し
な
が
ら
伝
え
て
い
る
。

米
国
の
人
々
は
、
日
本
の
人
々
よ
り
も
子
供
の
よ
う
な
疑

間
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
ぶ
つ
け
て
く
る
。
私
は
そ
の
こ
と
に
新

鮮
な
刺
激
を
受
け
、
今
迄
自
分
の
理
解
し
て
い
る
と
思
い
込

ん
で
い
た
概
念
が
次
々
に
打
ち
砕
か
れ
、
研
鑽
の
米
熟
さ
が

暴
か
れ
る
為
、
自
分
の
栄
養
と
な
り
、
励
み
と
し
て
来
た
。

米
国
へ
行
く
よ
う
に
な
っ
た
当
初
の
頃
、
座
談
会
の
中
で
、

私
は

一
人
の
婦
人
の
方
に
、

「貴
女
の
家
の
信
仰
は
何
で
す
か
？
」

と
、
尋
ね
た
時
、
そ
の
方
は
、

「私
の
信
仰
は
あ
り
ま
す
が
、
家
の
信
仰
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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私
は
日
蓮
大
聖
人
の
信
仰
を
し
た
い
と
思
っ
て
、
現
在
創
価

学
会

へ
の
不
審
で
悩
ん
で
い
ま
す
が
、
主
人
は
ユ
ダ
ヤ
教
、

長
男
は
カ
ソ
リ
ッ
ク
、
次
男
は
ど
の
宗
教
も
金
儲
け
が
目
的

で
信
用
出
来
な
い
と
い
う
無
宗
教
で
す
。
家
族
に
日
蓮
大
聖

人
の
教
え
を
話
す
事
は
出
来
ま
す
が
、
強
要
は
出
来
ま
せ
ん
。

反
対
に
強
要
さ
れ
る
事
も
あ
り
ま
せ
ん
。
反
対
し
た
り
邪
魔

を
し
た
り
も
な
く
、
手
が
空
い
て
い
れ
ば
私
の
信
心
に
協
力

し
て
送
迎
し
て
く
れ
ま
す
。
し
か
し
、
私
の
信
仰
に
は
日
を

出
さ
な
い
で
と
い
う
、
暗
黙
の
了
解
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。」

と
話
さ
れ
た
。
私
は
シ
ョ
ツ
ク
だ

っ
た
。
私
の
頭
の
中
に
日

本
人
と
し
て
培
わ
れ
、
強
固
に
当
然
と
根
を
下
ろ
し
て
い
る
、

先
祖
代
々
の
家
の
宗
旨
と
い
う
概
念
は
何
の
意
味
も
無
い
も

の
だ
と
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
感
じ
た
瞬
間
だ

っ
た
。

私
の
家
は
真
言
宗
。

私
の
家
は
禅
宗
。

私
の
家
は
念
仏
宗
。

と
同
様
に
、

私
の
家
は
大
石
寺
。

私
の
家
は
創
価
学
会
。

と
い
う
風
に
、
そ
の
家
に
入
っ
た
か
ら
に
は
、
そ
の
家
の
宗

旨
に
な
る
も
の
、
な
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
る

「所
属
信
仰
」

が
日
本
で
は
当
た
り
前
と
考
え
て
来
た
け
れ
ど
も
、
屋
根
や

壁
が
手
を
合
わ
せ
て
御
題
目
を
唱
え
る
の
で
は
な
く
、　
一
人

一
人
の
生
命
、
心
が
信
仰
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
極
め
て
当

た
り
前
の
事
に
目
覚
め
た
。
信
心
は
個
人
の
問
題
、
個
人
の

瞬
間
瞬
間
転
変
す
る
心
の
有
様
で
あ
る
。

「所
属
信
仰
」
は
、
そ
こ
に
所
属
し
て
い
れ
ば
、
自
分
は

謗
法
を
犯
し
、
不
信
を
抱
い
て
い
て
も
、
そ
の
信
仰
を
し
て

い
る
事
に
な
っ
て
し
ま
う
個
人
の
存
在
と
心
を
無
視
し
黙
殺

し
て
行
く
不
思
議
さ
と
、
恐
ろ
し
さ
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

創
価
学
会
に
所
属
し
て
い
る
。

す
る
と
、
自
分
が
何
百
万
人
の
学
会
員
の
行
動
力
を
持

っ

て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
。
国
家
に
対
し
て
、
公
明
党

と
い
う
政
党
の
力
、
国
家
権
力
を
持

っ
て
い
る
よ
う
な
気
持

ち
に
な
る
。
自
分
が
勤
行
し
て
い
な
く
て
も
、
他
の
学
会
員

が
勤
行
を
し
て
い
れ
ば
、
自
分
も
し
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち

に
な
り
、
自
分
が
間
違

っ
た
こ
と
を
し
て
い
て
も
、
学
会
員

が
唱
え
る
御
題
目
で
、
チ
ャ
ラ
に
し
て
、
な
お
正
当
化
さ
れ

る
様
な
、
誠
に
虫
の
良
い
屁
理
屈
が

「所
属
信
仰
」
感
覚
の
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中
で
醸
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。
群
れ
る
安
心
程
、

個
人
の
責
任
や
罪
の
感
覚
を
マ
ヒ
さ
せ
る
害
毒
を
持

っ
た
も

の
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
創
価
学
会
だ
け
の
こ
と

で
は
な
く
真
言
宗
で
も
禅
宗
で
も
念
仏
宗
で
も
大
石
寺
で
も

社
会
の
団
体
で
も
親
方
日
の
丸
、
虎
の
威
を
借
り
る
キ
ツ
ネ

の
権
勢
を
傘
に
着
る
妄
想
が
、
ま
か
り
通
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
考
え
方
は
、
群
れ
よ
う
と
す
る
人
間
が
持

っ
て

い
る
性
で
あ
っ
て
、
日
蓮
大
型
人
の
教
え
の
中
に
は
、
こ
の

よ
う
な
所
属
信
仰
の
感
覚
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

信
仰
は
個
々
人
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
自
分
が
信

・
行

・
学

・

折
伏
を
し
て
い
る
か
否
か
、
グ
ル
ー
プ
の
人
間
が
ど
れ
ほ
ど

実
行
し
て
い
て
も
、
自
分
が
や
っ
て
い
る
か
否
か
し
か
無
い

の
で
あ
り
ま
す
。

昔
か
ら
の
家
父
長
制
度
、　
一
族
制
度
を
基
に
し
て
作
ら
れ

た
、
江
戸
時
代
の
檀
家
制
度
に
私
達
の
頭
は
犯
さ
れ
、

「所

属
信
仰
」
こ
そ
が
信
仰
と
安
閑
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

「信
」

「不
信
」
に
関
係
な
く
、
御
授
戒
を
受
け
て
い
る

か
否
か
の
判
断
基
準
も

「所
属
信
仰
」
そ
の
ま
ま
の
恐
ろ
し

さ
の
範
疇
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

二
、
法
華
経
に
説
か
れ
る

「信
」

法
華
経
に
於
い
て
も
、
御
授
戒
を
受
け
た
か
否
か
、
出
家

か
在
家
か
、
信
仰
の
年
数
、
先
輩
後
輩
、
資
格
試
験
合
格
不

合
格
的
な
免
許
制
の
成
仏
、
不
成
仏
の
教
示
は
無
く
、
只

「信
」
の
重
要
性
に
淘
汰
さ
れ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。

以
下
そ
の
確
認
と
し
て
、
関
連
す
る
法
華
経
の
金
言
を
挙

げ
た
い
と
思
う
。

法
華
経
の
開
経
で
あ
る
無
量
義
経
の

「説
法
品
第
二
」

（開
結
八
十
八
頁
）
に

佛
眼
を
以
て

一
切
の
諸
法
を
観
ず
る
に
、
宣
説
す
べ
か
ら

ず
。
所
以
は
如
何
諸
の
衆
生
の
性
欲
不
同
な
る
こ
と
を
知

れ
り
。
性
欲
不
同
な
れ
ば
種
種
の
法
を
説
き
き
。
種
種
の

法
を
説
く
こ
と
方
便
力
を
以
て
す
。
四
十
余
年
に
は
、
未

だ
真
実
を
顕
さ
ず
。
是
の
故
に
衆
生
の
得
道
差
別
し
て
疾

く
無
上
菩
提
を
成
ず
る
こ
と
を
得
ず
。

と
示
さ
れ
、
四
十
余
年
、
自
ら
説
い
て
き
た
爾
前
の
教
え
を

自
ら
破
折
し
、
不
得
道
の
教
え
と
示
し
、
こ
れ
か
ら
説
く
法

（
υ



■
経
こ
そ
が
真
実

（成
仏
出
来
る
）
の
教
え
で
あ
る
と
明
言

さ
れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
実
際
に
は
法
華
経
の
方
便
品
第
二
に
於
い
て
、

五
千
人
の
増
上
慢
の
衆
生
が
退
去
し
て
か
ら
、
本
格
的
に
法

華
経
の
教
え
の
構
成
目
的
が
た
だ
成
仏
で
は
な
く
、
も
っ
と

深
く
成
仏
と
は
何
な
の
か
と
の
、
三
世
十
方

一
切
の
諸
仏
の

願
日
で
あ
り
、
八
高
四
千
の
全
て
の
経
典
の
要
で
あ
る
法
華

経
が
命
題
と
す
る
核
心
の
内
容

へ
と
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ

り
ま
す
。

さ
て
、
そ
の
五
千
人
の
増
上
慢
の
衆
生
の
退
出
の
前
の
、

十
如
是
の
前
に
は
、

唯
佛
典
佛
乃
能
究
蓋
諸
法
実
相

（開
結

一
五
四
頁
）

と
示
さ
れ
、
「信
」
と
の
直
接
的
表
現
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

知
識
、
智
恵
を
超
え
た
、
た
だ
佛
と
佛
の
境
涯
を
求
め
よ
う

と
す
る
志
し
を
持

っ
た
者
の
み
が
、
た
つ
た
今
そ
の
瞬
間
に

能
く
諸
法
の
実
相
を
究
め
尽
く
す
こ
と
し
か
出
来
な
い
法
で

あ
る
。
と

「信
」
の
必
要

・
重
要
性
を
明
示
さ
れ
、

「世
雄

偶
」
に
入
っ
て
は
、
こ
の
事
を
具
体
的
に

信
力
堅
固
者

（開
結

一
五
六
頁
）

信
力
の
強
い
者
は
諸
法
の
実
相
を
得
る
事
が
出
来
ま
す
。

甚
深
微
妙
法
　
我
今
己
具
得
　
唯
我
知
是
相

十
方
佛
亦
然

（中
略
）

於
佛
所
説
法
　
営
生
大
信
力

（開
結

一
五
八
頁
）

甚
深
微
妙
の
法

（妙
法
蓮
華
経
）
を
我
今
已
に
具
え
得
た
り
、

唯
我
是
の
相
を
知
れ
り
十
方
の
佛
も
亦
然
な
り

（中
略
）
佛

の
説
法
に
縁
し
て
、
ま
さ
に
大
信
力
を
生
じ
な
さ
い
。

こ
の
様
に

「信
」
の
大
切
さ
を
示
し
乍
ら
、
舎
利
弗
を
代

表
と
し
て
、

ヨ
一止
三
請
」
の
場
面
を
示
し
、
佛
か
ら
与
え

ら
れ
て
来
た
法
か
ら
、
自
分
達
が
求
め
る
法
、
佛
と
自
分
達

の
思
い
が

一
致
す
る

「信
」
の
法

へ
と
転
換
さ
せ
。

五
千
人
の
増
上
慢
退
去
の
時
に
も
、
佛
は
、

世
尊
黙
然
と
し
て
制
止
し
た
ま
わ
ず
。
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の
態
度
を
取
り
、
制
止
し
た
り
、
説
得
し
た
り
し
な
か
っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
師
弟
の
関
係
や
、
成
仏

へ
繋
ぐ

も
の
は

「信
」
し
か
な
い
と
い
う
事
を
身
を
持

っ
て
示
し
た

の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
後
に
佛
は
、
自
分
は
何
故
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
こ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
ど
う
し
て
も
生
ま
れ
て
来
る

必
要
が
あ

っ
た
と
い
う
、

一
大
事
因
縁

と
説
き
、
そ
の
理
由
を

開

。
示

・
悟

・
入

と
示
す
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、　
一
切
衆
生
を
自
分

（佛
）
と
同
じ
様
に
、
ど
う

し
て
も
成
仏
し
て
貰
い
た
い
。　
一
切
衆
生
に
自
分
達
の
生
命

の
本
質
に
具
わ
る
、
尊
い
佛
の
生
命
に
目
覚
め
て
貰
い
た
い
。

○
煩
悩
の
迷
い
の
扉
を

「開
」
き

○
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
仏
性
を

「一び

し

○
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
生
命
を

「悟
」
ら
せ

○
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
信
心
修
行
の
道
に

「入
」
ら
し
め
る

為
に
。

自
分

（佛
）
は
こ
の
国
土
に
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
と
い
う
事
を

「
一
大
事
因
縁
」
と
し
て
三
回
強
調

し
て
繰
り
返
す
の
で
あ
り
ま
す
。

佛
が
、
こ
の
事
の
為
に
生
ま
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
衆
生
に
こ
の
事
を
伝
え
る
為
に
、
佛
に
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
事
は
、
衆
生
の
信
仰
の
目
的
観
、

価
値
観
と
は
、
病
気
が
治
る
、
お
金
が
儲
か
る
、
悩
み
が
無

く
な
る
等
々
の
現
世
利
益
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
り
、

佛
の
思
い
と
衆
生
の
思
い
が

一
致
す
る

「信
」
が
最
重
要
に

求
め
ら
れ
る
の
が
法
華
経
な
の
で
あ
り
ま
す
。

壽
量
品
第
十
六
の

一
心
欲
見
佛
　
不
自
惜
身
命

（開
結
五
〇
七
頁
）

毎
自
作
是
念
　
以
我
令
衆
生
　
得
入
無
上
道

速
成
就
佛
身

（開
結
五

一
〇
頁
）

は
、

「信
」
の
語
を
用
い
て
な
い
も
の
の
衆
生
か
ら
の
み
が
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「信
」
で
は
な
く
、
佛
か
ら
衆
生
に
対
し
て
も

「信
」
を
抱

き
、
求
め
る
。
極
言
と
言
え
る
内
容
で
あ
り
ま
す
。

又
、
法
華
経
の
中
に
は
、
法
師
品
第
十
に

（開
結
三
八
三

頁
）妙

法
蓮
華
経
の

一
掲

一
句
を
聞
い
て
、
乃
至

一
念
も
随
喜

せ
ん
者
に
は
、
我
皆
記
を
与
え
授
く
。
当
に
阿
褥
多
羅
三

貌
三
菩
提
を
得
べ
し
。

若
し
復
人
有

っ
て
、
妙
法
華
経
の
、
乃
至

一
掲
を
受
持
、

読
誦
し
、
解
説
、
書
写
し
、
此
の
経
巻
に
於
い
て
、
敬
い

視
る
こ
と
佛
の
如
く
し
て

（中
略
）
是
の
諸
人
等
は
、
已

に
會
て
、
十
万
億
の
佛
を
供
養
し
、
諸
仏
の
所
に
於
い
て
、

大
願
を
成
就
し
て
、
衆
生
を
感
む
が
故
に
、
此
の
人
間
に

生
ず
る
な
り
。

と
示
さ
れ
る
、

「五
種
法
師
」

の
修
行
に
し
て
も
、
受
持

（信
）
が
要
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

又
、
分
別
功
徳
品
第
十
七

（開
結
五

一
七
頁
）
の

在
世
の
弟
子
に
対
す
る
四
信

一
念
信
解

略
解
言
趣

広
為
他
説

深
信
観
成

滅
後
の
五
品

初
随
喜
品

読
誦
品

説
法
品

兼
行
六
度
品

正
行
六
度
品

双
方
に
、　
一
念
信
解
、
初
随
喜
品
の
信
が
要
と
し
て
示
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

又
、
随
喜
功
徳
品
第
十
八

（開
結
五
三
二
頁
）
の

五
十
展
転
随
喜
の
功
徳

も
自
行
化
他
の
信
心
を
四
十
九
人
展
転
し
、
五
十
人
目
は
自

行
だ
け
の
信
仰
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
妙
法
の
功
徳
に
は
何
の
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遜
色
も
無
い
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま

り
妙
法
に
よ
っ
て
成
就
す
る

一
切
衆
生
成
仏
の
功
徳
は
平
等

で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

信
は
受
持

・
随
喜

。
歓
喜
で
あ
り
ま
す
。
自
分
の
願
い
が

叶

っ
た
と
い
う
よ
う
な
随
喜

・
歓
喜
で
な
く
、
真
実
の
妙
法

を
信
じ
受
持
す
る
こ
と
が
出
来
る
喜
び
を
示
し
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
の
章
の
最
期
に
あ
た
っ
て
、
論
の
中
で
は
直
接
触
れ
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
法
華
経
の
他
の
信
に
関
す
る
経
文
を
挙
げ

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

警
喩
品
第
二

（開
結
二
三
九
頁
）

汝
舎
利
弗
、
尚
此
の
経
に
於
て
は
、
信
を
以
て
入
る
こ
と

を
得
た
り
。
況
ん
や
餘
の
声
聞
も
、
佛
語
を
信
ず
る
が
故

に
、
此
の
経
を
随
順
す
、
己
が
智
分
に
非
ず
。

法
師
品
第
十

（開
結
三
九
二
頁
）

其
れ
衆
生
の
仏
道
を
求
む
る
者
あ

っ
て
、
是
の
法
華
経
を

若
し
は
見
、
若
し
は
聞
き
、
聞
き
已
っ
て
信
解
し
、
受
持

せ
ば
、
当
に
知
る
べ
し
、
是
の
人
は
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩

提
に
近
づ
く
こ
と
を
得
た
り
。

分
別
功
徳
品
第
十
七

（開
結
五
二
三
頁
）

如
来
の
滅
後
に
若
し
是
の
経
を
聞
い
て
毀
誉
せ
ず
、
随
喜

の
心
を
起
さ
ん
、
当
に
知
る
べ
し
、
已
に
深
信
解
の
相
と

な
づ
く
、
何
に
況
や
、
之
を
読
誦
し
受
持
せ
ん
者
を
や
。

斯
の
人
は
則
ち
為
れ
如
来
を
頂
戴
し
た
て
ま
つ
る
な
り
。

常
不
軽
菩
薩
品
第
二
十

（開
結
五
六
七
頁
）

我
深
く
汝
等
を
敬
う
敢
え
て
軽
慢
せ
ず
、
所
以
は
如
何
汝

等
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
当
に
作
仏
す
る
こ
と
を
得
べ
し
と
。

（開
結
五
七
六
頁
）

是
の
如
き
経
を
聞
い
て
疑
惑
を
生
ず
る
こ
と
勿
れ
応
当
に

一
心
に
広
く
此
の
経
を
説
く
べ
し
世
世
に
佛
に
値
い
た
て

ま
つ
り
て
疾
く
仏
道
を
成
ぜ
ん
。

如
来
神
力
品
第
二
十

一

（開
結
五
八
四
頁
）

我
が
滅
度
の
後
に
於
い
て
斯
の
経
を
受
持
す
べ
し
是
の
人

仏
道
に
於
い
て
決
定
し
て
疑
い
有
る
こ
と
無
け
ん
。



薬
王
菩
薩
本
事
品
第
二
十
三

（開
結
六
〇

一
頁
）

一
切
の
如
来
の
所
説
、
若
し
は
菩
薩
の
所
説
、
若
し
は
声

間
の
所
説
、
諸
の
経
法
の
中
に
最
も
為
れ
第

一
な
り
、
能

く
是
の
経
典
を
受
持
す
る
こ
と
あ
ら
ん
者
も
亦
復
是
の
如

し
、　
一
切
衆
生
の
中
に
於
て
亦
是
れ
第

一
な
り
。

佛
説
観
普
賢
菩
薩
行
法
経

（開
結
六
八
八
頁
）

此
の
大
乗
経
典

（法
華
経
）
は
諸
仏
の
宝
蔵
な
り
。
十
方

三
世
の
諸
仏
の
眼
目
な
り
。
三
世
の
諸
の
如
来
を
出
生
す

る
種
な
り
。
此。
の。
経。
を．
持。
つ。
者。
は
、
即
ち
仏
身
を
持
ち
、

即
ち
佛
事
を
行
ず
る
な
り
。
当
に
知
る
べ
し
、
是
の
人
は

即
ち
是
れ
諸
仏
の
所
使
な
り
。

釈
尊
在
世
を
中
心
に
説
か
れ
た
述
門

（開
経
並
び
に
十
四

品
迄
）
も
、
滅
後
を
中
心
に
説
か
れ
た
本
門

（十
五
～
二
十

八
並
び
に
結
経
）
に
お
い
て
も
、
法
華
経
は
徹
頭
徹
尾

「信
」

を
絶
対
条
件
に
し
た
教
え
な
の
で
あ
り
ま
す
。

「信
」
無
く
し
て
法
華
経
無
し
、
な
の
で
あ
り
ま
す
。

三
、
御
書
に
見
る

「
信
」

日
蓮
大
聖
人
は
法
華
経
を
依
経
と
し
、
文
上
を
踏
ま
え
、

文
底
に
至
る
第
二
の
法
門
を
た
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
か
ら
、

「法
華
経
」
が

「信
」
を
大
前
提
に
説
か
れ
て
あ

る
以
上
、
当
然
、
日
蓮
大
聖
人
の
明
示
さ
れ
た
法
門
も

「信
」

を
大
前
提
に
説
か
れ
て
い
る
と
容
易
に
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

屋
上
屋
を
架
す
愚
も
、
大
切
な
確
認
と
し
て
見
定
め
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
の
生
涯
は

「立
正
安
国
論
」
に
始
ま
り

「立

正
安
国
論
」
に
終
わ
る
と
決
ま
り
文
句
の
標
語
の
様
に
称
さ

れ
ま
す
が
、
文
応
元
年
に
幕
府
に
提
出
し
て
よ
り
、
法
華
経

の
行
者
と
し
て
法
難
の
日
々
が
始
ま
り
、
弘
安
五
年
十
月
身

延
よ
り
池
上
に
至
り
、

「立
正
安
国
論
」
の
講
義
を
入
滅
ま

で
続
け
た
情
景
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
に
表
現
す
る
と
勘
違
い

を
犯
し
て
い
る
者
が
い
る
け
れ
ど
も
、
法
華
経
の
行
者
と
し

て
、
信
を
根
本
に
、
行

。
学

・
折
伏
を
貫
き
通
し
た
生
涯
、

成
仏
の
姿
を
表
し
、
未
来
の
門
弟
も
斯
く
有

っ
て
貰
い
た
い

と
託
さ
れ
た
表
現
が
、
立
正
安
国
論
に
始
ま
り
立
正
安
国
論

に
終
わ
る
と
言
う
表
現
で
あ
る
と
受
け
止
め
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
暴
力
、
権
力
を
使

っ
て
で
も
強
制
し

て
信
仰
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
な
く
、

「汝
」
と
い
う

一
人

称
の
心
に
、
信
を
呼
び
か
け
、
真
心
か
ら
の
信
心
を
求
め
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

０
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そ
の
証
し
に
、

「立
正
安
国
論
」

汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
速
に
実
乗
の

一
善
に
帰
せ

よ
、
然
れ
ば
則
ち
三
界
は
皆
仏
国
な
り
仏
国
其
れ
衰
ん
や

（全
３２

ｐ
）

唯
我
が
信
ず
る
の
み
に
非
ず
又
他
の
誤
り
を
も
誡
め
ん
の

み

（全
３３

ｐ
）

の
、

「唯
我
が
信
ず
る
の
み
に
非
ず
…
…
」
の
、
自
分
だ
け

で
は
い
け
な
い
。
法
華
経
を
森
羅
万
象
に
流
布

・
継
承
し
て

行
く

一
人
、　
一
人
の
大
事
さ
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「開
目
抄
」

諸
経
は
智
者
、
猶
仏
に
な
ら
ず
此
の
経
は
愚
人
も
仏
因
を

種
べ
し
不
求
解
脱
、
解
脱
自
至
と
云
云
、
我
並
び
に
我
が

弟
子
諸
難
あ
り
と
も
疑
う
心
な
く
ば
自
然
に
仏
界
に
い
た

る
べ
し

（全
２３４
ｐ
）

諸
天
が
捨
て
給
う
て
も
、
法
華
経
の
行
者
と
し
て
生
き
る
。

守
護
さ
れ
る
事
を
主
に
す
る
の
で
な
く
、
法
華
経
の
行
者
と

し
て
成
仏
す
る
事
こ
そ
主
で
あ
る
事
を
明
示
さ
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。

「観
心
本
尊
抄
」

一
念
三
千
を
識
ら
ざ
る
者
に
は
、
仏
大
慈
悲
を
起
し
五
字

の
内
に
此
の
珠
を
裏
み
末
代
幼
稚
の
頸
に
懸
け
さ
し
め
給

う

（全
２５４

ｐ
）

表
現
は

「頸
に
懸
け
さ
し
め
給
う
」
で
す
が
、
凡
夫
は
自

分
の
生
命
に
元
来
具
わ
る
仏
性
を
自
か
ら
自
覚
す
る
事
が
出

来
な
い
。
こ
の
事
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
し
、
下

種

。
結
縁
を
分
か
り
易
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
自
分
の
生
命
に
具
わ
っ
て
い
る
仏
の
生
命
に
気
付
け

と
訴
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「観
心
本
尊
抄
送
状
」

仏
滅
後
二
千
三
百
二
十
余
年
末
だ
此
の
書
の
心
有
ら
ず
、

国
難
を
顧
み
ず
五
五
百
歳
を
期
し
て
之
を
演
説
す
乞
い
願

く
ば

一
見
を
歴
来
る
の
輩
は
師
弟
共
に
霊
山
浄
土
に
詣
で

三
仏
の
顔
貌
を
拝
見
し
た
て
ま
つ
ら
ん

（全
２５５
ｐ
）



仏
の
目
的
、
願
い
は

一
切
衆
生
成
仏
で
す
か
ら
、
自
分
だ

＝
仏
に
な
っ
て
も
出
世
の
本
懐
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。

「観
心
本
尊
抄
」
で
本
尊
の
意
味
を
明
か
さ
れ
た
け
れ

ど
も
、
未
だ
、
師
弟

一
箇
の
所
に
本
尊
を
建
立
す
る
時
に
至
っ

て
い
な
か
っ
た
為
に

「未
だ
此
の
書
の
心
有
ら
ず
」
と
示
さ

れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「此
の
書
の
心
」
は

「予
は
二
十
七

年
な
り
」
の
熱
原
法
難
に
師
弟

一
箇
を
感
得
さ
れ
た
瞬
間
こ

そ
が
出
世
の
本
懐
と
い
う
宗
旨
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に

一
切
衆
生
成
仏
の
確
信
を
得
、
師
弟

一
箇
の

一
大
事
因
縁
が

結
実
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「撰
時
抄
」

彼
の
天
台
の
座
主
よ
り
も
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
唱
う
る
頗

人
と
は
な
る
べ
し

（全
２６０

ｐ
）

さ
れ
ば
我
が
弟
子
等
心
み
に
法
華
経
の
ご
と
く
身
命
も
お

し
ま
ず
修
行
し
て
こ
の
度
仏
法
を
心
み
よ
、
南
無
妙
法
蓮

華
経
南
無
妙
法
蓮
華
経

（全
２９‐

ｐ
）

法
華
経
を

一
切
経
の
頂
に
あ
り
と
申
す
が
法
華
経
の
行
者

に
て
あ
る
べ
き
か

（全
２９２

ｐ
）

身
分
も
修
行
の
年
月
も
地
位
肩
書
き
も
、
法
華
経
の
行
者

と
し
て
生
き
る

「信
」
の
前
に
は
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
を

喝
破
さ
れ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

「天
も
捨
て
給
え
」
と
同

様
、
何
も
考
え
ず
法
華
経
の
通
り
修
行
し
て
み
ろ
、
試
し
て

み
ろ
、
文
章
の
途
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
南
無
妙
法
蓮
華
経
南

無
妙
法
蓮
華
経
と
示
し
、
こ
の
た
め
に
此
の
世
に
生
ま
れ
て

来
た
と
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「四
信
五
品
抄
」

檀
戒
等
の
五
度
を
制
止
し
て

一
向
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と

称
せ
し
む
る
を

一
念
信
解
初
随
喜
の
気
分
と
為
す
な
り
是

則
ち
此
の
経
の
本
意
な
り

（全
３４０

ｐ
）

間
う
何
が
故
ぞ
題
目
に
万
法
を
含
む
や
、
答
う
章
安
の
云

く

「蓋
し
序
王
と
は
経
の
玄
意
を
叙
す
玄
意
は
文
の
心
を

述
す
文
の
心
は
述
本
に
過
ぎ
た
る
は
莫
し
」
妙
楽
の
云
く

「法
華
の
文
心
を
出
し
て
諸
経
の
所
以
を
弁
ず
」
云
云
濁

水
心
無
け
れ
ど
も
月
を
得
て
自
ら
清
め
り
草
木
雨
を
得
て

豊
覚
あ

っ
て
花
さ
く
な
ら
ん
や
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
は
経

文
に
非
ず
其
の
義
に
非
ず
唯

一
部
の
意
な
る
の
み
、
初
心

の
行
者
其
の
心
を
知
ら
ざ
れ
ど
も
而
も
之
を
行
ず
る
に
自

然
に
意
に
当
た
る
な
り
。
（全
３４２

ｐ
）
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「信
」
は
理
性
で
構
築
理
解
す
る
も
の
で
は
な
く
、
本
性

に
感
得
す
る
も
の
で
あ
る
。
仏
性
が
具
わ
っ
て
い
る
と
い
う

妙
法
蓮
華
経
の
法
を

「信
」
じ
る
か
否
か
、
し
か
無
い
事
を

究
め
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

四
、
「遺
戒
置
文
」
と

「
日
有
師
化
儀
抄
」
に
見
る

「信
」

「遺
戒
置
文
」
は
日
蓮
大
聖
人
の
大
難
と
共
に
同
じ
時
間

を
経
験
し
、
常
随
給
仕
の
時
を
送
ら
れ
た
日
興
上
人
が
晩
年
、

三
十
五
年
間
に
亘
る
重
須
で
の
龍
象
育
成
の
中
で
熟
成
し
遺

し
た
誡
め
と
、
未
来

へ
伝
え
る
法
門
の
中
枢
が
現
実
の
信
仰

の
生
活
感
を
示
し
た
症
例
も
通
し
て
示
さ
れ
て
い
る
為
、
日

蓮
大
聖
人
の
教
え
そ
の
も
の
で
あ
り
、
時
代
に
翻
弄
さ
れ
て

い
な
い
純
粋
に
凝
縮
さ
れ
た
教
え
で
あ
り
ま
す
。

「日
有
師

化
儀
抄
」
に
示
さ
れ
て
い
る
内
容
も

「遺
戒
置
文
」
の
継
承

と
時
代
の
流
れ
の
中
で
よ
り
具
体
的
に
鮮
明
に
事
例
を
挙
げ

て
、
基
幹
と
な
る
法
門
か
ら
日
常
の
法
事
や
供
養
の
あ
り
方

に
至
る
、
箸
の
上
げ
下
ろ
し
ま
で
と
思
え
る
点
に
ま
で
内
容

が
至
っ
て
い
る
。
日
有
上
人
の
時
代
迄
は
、
法
門
が
時
代
に

翻
弄
さ
れ
て
い
な
い
し
、
又
翻
弄
さ
れ
な
い
様
な
努
力
が
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。　
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
現
代

の
大
石
寺
を
駄
目
に
し
て
し
ま

っ
て
い
る
、

「戒
壇
本
尊
絶

対
」
「貫
主
本
仏
論
」
は

「遺
戒
置
文
」
は
勿
論
の
事
、
「日

有
師
化
儀
抄
」
に
も
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

今
こ
こ
で
は
、
日
蓮
大
聖
人
滅
後
、
基
幹
と
な
る
法
門
か

ら
日
常
の
御
信
者
の
事
細
か
な
儀
礼
の
類
に
至
る
ま
で
、
僧

俗
の
垣
根
無
く
示
さ
れ
た
、
こ
の
二
本
を
柱
に
し
て
、
日
蓮

正
宗
は

「信
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
、
近
年
の

組
織

・
団
体

・
時
代

。
個
々
の
都
合
の
良
い
玉
虫
色
の
利
用

解
釈
に
な
ら
な
い
基
本
線
を
浮
き
上
が
ら
せ
明
確
に
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

「遺
誡
置
文
」

一
、
謗
法
と
同
座
す
べ
か
ら
ず
与
同
罪
を
恐
る
べ
き
事
。

（学
林
教
科
書
１５

ｐ
）

謗
法
を
折
伏
す
る
宗
で
あ
り
な
が
ら
謗
法
と
同
座
す
れ
ば
、

謗
法
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
与
同
罪
を
蒙
る
の
で
あ

る
。
同
座
は
禁
物
で
あ
る
。

世
間
に
は
付
経
と
云
う
こ
と
も
あ
る
が
、
之
れ
も
訪
法
と

同
座
の
内
に
入
る
か
ら
慎
む
べ
き
で
あ
る
。

信
仰
の
場
面
で
謗
法
の
信
仰
を
信
念
と
す
る
者
と
同
座
す



れ
ば
、
必
ず
同
信
と
勘
違
い
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
ま

す
。世

間
の
人
々
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
で
も
お
祭
り
で
も
日
本
の

文
化
、
風
物
で
、
楽
し
け
れ
ば
良
い
ん
だ
。
誰
も
何
も
信
じ

て
や
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
触
れ
合
い
、
地
域
友
好
な
ん

だ
か
ら
謗
法
で
は
な
い
ん
だ
と
言
い
ま
す
。
創
価
学
会
も
同

様
の
理
論
で
祭
に
積
極
的
に
参
加
し
、
御
輿
ま
で
担
い
で
い

る
始
末
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
行
事
が
、
ど
う
い
う
教
え

を
起
因
に
し
て
何
の
為
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
た
時
、

脳
天
気
で
は
し
ゃ
い
で
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
正
法

と
邪
法
の
線
引
き
を
し
、
こ
だ
わ
り
を
持
ち
、
そ
の
事
を
指

摘
し
な
け
れ
ば
、
同
族
、
同
意
、
賛
成
、
協
力
と
理
解
さ
れ

謗
法
に
荷
担
す
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
自
身
で
成
仏
の
道
を

塞
ぎ
ニ
コ
ニ
コ
嬉
し
そ
う
に
地
獄
に
行
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
、
謗
法
の
供
養
を
請
く
べ
か
ら
ざ
る
事
。

謗
法
の
施
を
受
け
る
こ
と
は
同
じ
与
同
罪
で
あ
る
。
本
宗

に
賽
銭
箱
を
置
か
な
い
の
は
此
の
金
言
を
守
る
が
故
で
あ

る
。
し
か
し
世
間

一
般
を
通
じ
て
見
る
と
き
に
恩
田

・
悲

田
の
違
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
直
接
に
謗
法
の
施
を
受
け
、

謗
法
に
施
す
こ
と
は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（学
林
教
科
書
１５

ｐ
）

謗
法
の
施
を
受
け
て
生
活
し
な
が
ら
、
あ
な
た
が
た
の
信

仰
は
間
違

っ
て
い
る
と
折
伏
し
訴
え
て
も
、
そ
れ
は
唖
然
と

さ
れ
笑
わ
れ
る
だ
け
で
、
何
の
説
得
力
も
あ
り
ま
せ
ん
。
成

仏
出
来
る
唯

一
の
法
を
実
行
し
折
伏
し
、
信
仰
の
純
粋
性
を

保
ち
守
る
為
に
謗
法
の
施
を
受
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
日

蓮
大
聖
人
が
そ
う
決
め
て
い
る
か
ら
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な

い
で
は
無
く
、
自
分
自
身
の
成
仏
と

一
切
衆
生
成
仏
の
法
を

一
切
衆
生
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
使
命
と
責
任

の
為
で
あ
り
ま
す
。

「日
有
師
化
儀
抄
」

‐２

一
、
仏
法
退
大
す
る
輩
、
子
孫
な
ん
ど
を
信
者
に
成
し
度

く
所
望
候
、
是
れ
は
用
い
ら
れ
ざ
る
こ
と
な
り
、
志
の
通

ぜ
ざ
る
故
な
り
云
云
。

略
解正

宗
の
信
心
が
自
行
化
他
の
信
心
で
、
折
伏
を
先
と
す
る

信
心
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
と
か
く
、
自
分
は
つ
い
て
行
け

な
い
か
ら
、
信
心
を
止
め
る
が
、
正
宗
の
教
え
は
正
し
い
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の
だ
か
ら
、
子
供
や
孫
は
信
者
に
し
て
お
き
た
い
と
、
申

し
出
て
も
、
そ
れ
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

な
ん
と
な
れ
ば
、
本
人
の
信
心
が
間
違

っ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
か
ら
、
子
供
や
孫
を
信
者
と
し
て
も
、
正
し
い
信
心

の
心
が
通
っ
て
お
り
ま
せ
ん
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

（学
林
教
科
書
３０

ｐ
）

信
心
の
基
本
は
個
々
人
で
す
が
、
農
耕
を
基
礎
と
す
る
民

族
の
為
、
家
族
、　
一
族
の
労
働
協
力
の
繋
が
り
は
、　
一
人
で

は
生
き
ら
れ
な
い
、
生
き
る
命
綱
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
が
信
仰
に
お
い
て
も
プ
ラ
ス
面
と
マ
イ
ナ
ス
面
ど
ち
ら
に

も
根
強
く
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

親
が
、
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
が
正
し
い
こ
と
は
充
分
分
か

る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
貫
い
て
い
く
為
に
は
、
随
分
何
を
信

仰
し
て
も
楽
し
け
れ
ば
良
い
ん
だ
と
い
う
考
え
の
世
間
と
闘
っ

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
が
人
を
ま
と
め
て
い
か

な
け
れ
ば
い
け
な
い
立
場
、
権
力
を
求
め
人
脈
を
作
り
立
身

出
世
を
望
め
ば
望
む
程
、
信
仰
を
貫
く
こ
と
が
辛
く
な
る
。

だ
か
ら
、
自
分
は
退
転
す
る
け
れ
ど
も
、
子
孫
に
は
正
し
い

信
心
を
続
け
て
欲
し
い
と
考
え
て
も
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
こ

と
だ
、
も
し
そ
の
こ
と
を
通
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

１８
の
逆

の
方
法
で
親
子
の
縁
を
切
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
示
し
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
農
民
で
も
土
地
か
ら
離
れ
れ
ば
無
宿

人
、
浪
人
と
同
じ
時
代
で
す
か
ら
、
今
の
時
代
よ
り
も
逢
か

に
厳
し
い
処
断
と
な
り
ま
す
。

“

一
、
仏
法
同
心
の
間
に
於
て
人
の
遺
跡
を
相
続
す
る
時
は
、

別
の
筋
目
の
仏
法
の
血
脈
に
も
入
る
な
り
、
同
心
な
き
方

へ
は
、
た
と
い
世
事
の
遺
跡
を
続
ぐ
と
も
、
我
が
方
の
血

脈
に
は
な
す
と
も
、
同
心
せ
ざ
る
方
の
邪
法
の
血
脈
に
は

入
る
べ
か
ら
ず
云
云
、
邪
法
の
血
脈
に
子
供
を
入
る
る
時

は
、
其
の
親
の

一
分
謗
法
に
な
る
姿
な
る
故
に
親
に
中
を

」曝
つ
べ
し
云
云
。

略
解同

心
と
は
同
信
者
。
遺
跡
と
は
遺
産
の
こ
と
。
本
宗
の
信

者
の
所

へ
、
子
供
を
養
子
に
や
っ
て
養
家
の
家
名
や
遺
産

を
相
続
す
る
時
は
、
実
家
の
傍
系
の
法
統
に
入
る
こ
と
に

な
り
ま
す
が
、
も
し
他
系
の
家
に
養
子
に
行

っ
た
な
ら
ば
、

た
と
い
、
世
間
的
な
家
名
遺
産
を
継
い
で
も
本
宗
の
信
心

を
継
ぐ
時
は
、
そ
の
実
の
親
も

一
分
の
謗
法
罪
を
犯
す
こ

と
に
な
る
か
ら
、
本
宗
の
信
者
で
、
今
ま
で
そ
の
親
と
交

際
し
て
い
た
人
は
、
与
同
罪
を
怖
れ
る
た
め
、
そ
の
親
と

ワ
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絶
交
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
（学
林
教
科
書
３３

ｐ
）

そ
の
家
に
養
子
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
財
産

。
家
業
を

繁
栄
さ
せ
、
子
孫
を
産
み
育
て
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が

当
然
そ
の
家
の
祭
司
の
中
心
で
あ
る
宗
教
を
継
ぐ
こ
と
が
常

識
的
な
条
件
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
蓮

大
聖
人
様
の
教
え
は
そ
の
家
の
宗
教
を
継
い
で
は
い
け
な
い
。

そ
れ
が
出
来
な
い
な
ら
ば
親
子
の
縁
を
切
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
無
理
難
題
な
主
張
の
よ
う
に

思
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
よ
う
に
常
に
折
伏
の

努
力
を
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
を
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。

‐８

一
、
二
親
は
法
華
宗
な
れ
ど
も
、
子
は
法
華
宗
に
成
る
べ

か
ら
ず
と
云
う
者
あ
り
、
そ
の
時
は
子
に
中
を
違
う
な
り
、

違
わ
ざ
る
時
は
師
範
の
方
よ
り
其
の
親
に
中
を
違
う
な
り

一ム
一ム
。

略
解両

親
が
本
宗
の
信
者
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
子
供
で
正
法

に
背
い
て
謗
法
に
な
る
者
が
あ
れ
ば
、
親
は
そ
の
子
供
を

義
絶
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
同
信
者
も
、
そ
の
子
供

と
絶
交
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
も
し
、
そ
の
親
が
子
供
を

可
愛
さ
に
義
絶
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
親
の
所
属
の
寺
の
住

職
は
、
そ
の
親
を
離
檀
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

（学
林
教
科
書
３４

ｐ
）

血
の
縁
よ
り
も
法
の
縁
の
方
が
濃
い
。
法
を
根
本
に
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
。
法
を
根
本
に
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
誡
め
ら
れ
、
親
が
縁
を
切
ら
な
け
れ
ば
、
住
職
が

縁
を
切
れ
と
は
、
切
る
こ
と
が
目
的
で
な
く
、
産
ま
れ
て
来

た
時
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
な
ら
な
い
よ
う
に
信
仰
を
伝
え
て

い
く
努
力
を
怠

っ
て
は
い
け
な
い
。
年
頃
に
な
り
、
理
屈
が

分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
で
は
な
く
、
そ
の
年
齢
そ
の
年
齢

に
応
じ
た
伝
え
方
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
誡
め
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。
法
燈
相
続
は

一
日
に
て
な
ら
ず
で
あ
り
ま

す
。

２８

一
、
経
を
持
つ
人
の
事
、
今
日
持

っ
て
明
日
退
す
る
と
も
、

無
二
の
志
に
て
持
つ
時
は
然
る
可
し
、
何
れ
の
年
、
何
れ

の
月
と
も
時
節
を
定
め
て
持
つ
事
、
爾
る
べ
か
ら
ず
云
云
。

略
解本

宗
の
信
心
す
る
人
が
、
今
日
入
信
し
、
明
日
退
転
し
た
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と
し
て
も
、
そ
の
間
、
真
に

一
心
の
信
心
で
あ
っ
た
な
ら

ば
、
そ
の
日
の
信
心
は
結
構
で
あ
り
、
何
か
の
理
由
で
退

転
し
た
の
だ
か
ら
問
題
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
始
め
か

ら
、
何
力
年
間
と
か
、
何
力
月
と
か
と
、
あ
ら
か
じ
め
年

月
を
区
切

っ
て
、
信
心
す
る
が
ご
と
き
は
、
た
と
い
、
そ

れ
が
永
く
て
、

一
代
法
華
で
あ

っ
て
も
、
真
の
信
心
と
い

う
こ
と
に
な
ら
な
い
か
ら
だ
め
で
あ
り
、
ま
た
真
の
利
益

も
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
（学
林
教
科
書
４‐

ｐ
）

私
は
、
こ
の
教
示
こ
そ
日
蓮
大
聖
人
様
の
教
え
を
端
的
に

示
す
珠
玉
の
エ
キ
ス
だ
と
思
う
。
世
の
中
に
は
末
法
の
元
品

の
無
明
を
抱
く
荒
凡
夫
だ
け
し
か
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

凡
夫
で
無
い
人
は
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
日
蓮
大

聖
人
様
の
教
え
は

「凡
夫
至
上
主
義
」
の
上
に
立
て
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
森
羅
万
象
全
て
の
生
命
に
仏
の
生
命

が
具
わ
っ
て
い
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
信
心
修
行
に
よ
っ

て
誰
も
が
仏
に
な
る
事
が
出
来
る
。　
一
切
衆
生
成
仏
の
法
を

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
世
の
中
に

は
、
無
謬
な
生
き
神
も
、
生
き
仏
も
い
な
い
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
り
ま
す
。

大
石
寺
は
、
こ
の
日
蓮
大
聖
人
様
の
教
え
を
自
ら
否
定
し
、

い
つ
の
時
代
か
、
大
石
寺
と
い
う
組
織
の
統
制
、
運
営
、
安

定
の
為
に
便
利
に
考
え
、
迷
い
込
ん
だ

「貫
首
本
仏
論
」
こ

そ
が
大
石
寺
の
伝
統
法
門
だ
と
固
執
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
伝
統
の
源
の
日
蓮
大
聖
人
様
の
教
え
に
は
、

微
塵
も
そ
の
よ
う
な
、　
一
人
絶
対
者
の
生
き
仏
を
立
て
る
法

門
は
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
教
示
は
、
他
の
条
目
に
、
あ
れ
ほ
ど
厳
し
く
親
族
の

縁
を
切
る
事
を
迫
る

「謗
法
厳
戒
」
を
示
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
コ
ロ
コ
ロ
と
嘘
と
裏
切
り
と
浮
気
心
が
連
な
っ

て
い
く
凡
夫
の
心
を
認
め
、
心
の
中
に
裏
切
る
二
心
が
あ

っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
瞬
間
の

【信
】
の
誓
い
が
真
な
ら
ば
認

め
受
け
入
れ
る
と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
逆
に
何
ヶ
月
、
何

年
、
試
み
に
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
信
心
で
は
、
死
の
瞬
間

ま
で
続
い
た
と
し
て
も
、
真
の
利
益

（成
仏
）
は
得
ら
れ
な

い
と
、
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
逆
で
は

な
い
ん
で
す
か
と
言
い
た
く
な
る
よ
う
な
落
差
な
の
で
あ
り

ま
す
。

創
価
学
会
が
、
取
り
敢
え
ず
の
強
引
な
折
伏
に
際
し
て
、

「師
さ
れ
た
と
思

っ
て
、
や
っ
て
み
た
ら
。
」

「三
ヶ
月
や
っ

て
み
て
、
変
わ
ら
な
か
っ
た
ら
止
め
れ
ば
良
い
ん
だ
か
ら
。
」

の
常
套
句
を
使

っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
こ
の
条
目
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を
拝
す
る
時
、
完
全
な
謗
法
だ
と
い
う
こ
と
が
良
く
分
か
る

の
で
あ
り
ま
す
。

４４

一
、
上
代
の
法
に
は
師
範
よ
り
不
審
を
蒙
る
族
を
ば

一
度

訪
う
べ
し
、
三
度
と
は
訪
う
べ
か
ら
ず
と
、
云
う
大
法
な

り
、
其
の
故
は
与
同
罪
の
科
大
切
な
り
、
又
堅
く
衆
に
同

心
に
会
せ
ず
し
て
こ
ら
さ
ん
為
め
な
り
、
亦
衆
に
見
こ
り

さ
せ
ん
為
め
な
り
。

略
解本

宗
に
お
い
て
、
宗
祖
並
び
に
二
祖
の
時
代
の
掟
と
し
て
、

弟
子
が
師
匠
か
ら
、
信
心
や
修
行
あ
る
い
は
日
常
の
所
作

の
上
に
疑
惑
の
点
あ
り
と
し
て
、
謹
慎
を
命
ぜ
ら
れ
て
い

る
時
は
、
同
輩
は

一
度
は
、
誡
め
且
つ
励
ま
し
の
た
め
訪

問
し
て
よ
ろ
し
い
が
三
度
三
度
と
訪
間
を
重
ね
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
故
は
、
度
重
な
っ
て
訪

問
す
る
と
、
人
情
に
陥
ち
入
り
、
そ
の
人
に
組
す
る
よ
う

に
な

っ
て
、
結
局
は
与
同
罪
に
な
る
か
ら
、
よ
く
自
分
を

慎
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
同
輩
と
交
ら
し
め

な
い
の
は
、
孤
独
に
し
て
置
い
て
反
省
せ
し
め
る
た
め
で

あ
り
、
ま
た
同
輩
た
ち
の
見
せ
し
め
に
も
な
る
た
め
で
あ

り
ま
す
。
（学
林
教
科
書
５５

ｐ
）

迷
い
の
凡
夫
の
情
執
を
中
心
に
し
て
仏
法
を
判
断
し
て
は

い
け
な
い
。
ど
こ
ま
で
も

「依
法
不
依
人
」
に
於
い
て
成
仏

が
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

４５

一
、
師
範
の
方
よ
り
弟
子
を
指
南
し
て
住
山
さ
せ
、
又
我

が
身
も
住
山
仕
ら
ん
と
披
露
す
る
よ
り
全
く
我
身
な
れ
ど

も
、
我
と
、
は
か
ら
ひ
え
ぬ
事
な
り
。
既
に
仏

へ
任
せ
申

す
上
は
、
私
に
、
は
か
ら
ひ
え
ぬ
事
な
り
、
然
る
は
行
体

に
さ
さ
る
る
時
は
我
は
用
が
有
る
と
云
い
、
又
我
は
し
え

ぬ
な
ん
と
云
う
人
は
謗
法
の
人
な
り
、
謗
は
乖
背
の
別
名

な
り
と
、
妙
楽
大
師
釈
せ
ら
れ
候
、
即
身
成
仏
の
宗
旨
を

背
く
故
に

一
切
世
間
の
仏
の
種
を
断
つ
人
に
候
わ
ず
や
。

略
解行

体
と
は
本
山
の
諸
番
役
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
御
堂
番
、

客
殿
番
、
宝
蔵
番
、
そ
の
他
、
本
助
番
等
で
あ
り
ま
す
。

さ
さ
る
と
は
、
使
わ
れ
る
こ
と
。

師
匠
の
命
令
指
図
に
よ
っ
て
、
弟
子
を
本
山
に
在
勤
せ
し

め
た
時
、
そ
の
弟
子
も
本
山
に
在
勤
し
ま
す
と
誓
約
を
立

て
て
、
本
山
に
在
勤
す
れ
ば
、
そ
の
時
か
ら
、
自
分
の
身

体
で
あ

っ
て
も
自
分
勝
手
に
振
る
舞
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
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ん
。
も
う
す
で
に
、
本
山
に
い
て
大
聖
人
に
自
の
身
体
を

任
せ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
自
分
勝
手
な
振
舞
は

で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
る
に
、
諸
番
役
を
当
て
ら
れ
て
使
わ
れ
る
時
に
、
今

自
分
は
用
事
が
あ
り
ま
す
と
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
役
は

自
分
に
は
で
き
ま
せ
ん
な
ど
と
い
う
人
は
、
謗
法
の
人
で

あ
り
ま
す
。
妙
楽
大
師
は
、
謗
と
は
乖
背

（そ
む
く
）
の

意
味
で
あ
る
と
解
釈
し
て
お
り
ま
す
。
即
身
成
仏
の
宗
旨

で
あ
る
本
宗
の
掟
に
背
く
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
人

は
謗
法
の
人
で
、　
一
切
世
間
の
仏
種
を
断
ず
る
人
に
な
る

の
で
あ
り
ま
す
。
（学
林
教
科
書
５６

ｐ
）

日
蓮
正
宗
の
師
弟
は
根
本
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
へ
の

【信
】

が
あ
り
、
師
弟
共
に

「依
法
不
依
人
」
で
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
上
下
、
主
従
、
服
従
の
師
弟
。
師
匠
に
黒
を
自
と
言
わ

れ
れ
ば
白
と
の
関
係
は
師
弟
互
い
に
法
華
経
の
行
者
と
し
て

成
仏
を
求
め
る
師
弟
で
は
無
い
。

５２

一
、
謗
法
の
妻
子
答
属
を
ば
連
連
教
化
す
べ
し
、
上
代
は

三
年
を
限

っ
て
教
化
し
て
叶
わ
ざ
れ
ば
中
を
違
う
べ
し
と

候
う
べ
し
と
候
い
け
れ
ど
も
、
末
代
な
る
故
に
人
も
機
も

下
機
な
れ
ば
五
年
十
年
も
教
化
し
て
、
彼
の
謗
法
の
処
を

折
伏
し
て
同
ぜ
ざ
る
時
は
正
法
の
信
に
失
な
し
、
折
伏
せ

ざ
る
時
は
同
罪
た
る
条
分
明
な
り
云
云
。

略
解自

分
は
正
法
を
信
心
し
て
も
、
妻
子
や

一
族
が
不
信
謗
法

で
あ
る
な
ら
ば
、
再
々
折
伏
教
化
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

宗
、
開
、
日
の
三
祖
時
代
は
三
年
を
限
度
と
し
て
折
伏
教

化
し
て
改
め
な
け
れ
ば
義
絶
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
ま
し

た
。

け
れ
ど
も
、
今
は
年
代
も
末
と
な

っ
て
、
人
の
機
情
も
下

が
っ
て
来
て
い
る
か
ら
、
五
年
乃
至
十
年
と
気
長
が
に
教

化
し
て
、
謗
法
の
辺
を
指
摘
し
折
伏
し
て
、
し
か
も
改
め

な
い
か
ら
と
い
っ
て
も
決
し
て
自
分
の
信
心
に
過
失
と
は

な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
も
し
折
伏
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

そ
の
謗
法
に
与
同
罪
で
あ
る
こ
と
は
免
れ
ま
せ
ん
。

（学
林
教
科
書
６０

ｐ
）

５６

一
、
親
先
祖
、
法
華
宗
な
る
人
の
子
孫
は
経
を
持
た
ざ
れ

ど
も
、
真
俗
血
筋
分
か
る
に
皆
何
れ
の
代
な
り
と
も
法
華

宗
な
る
べ
し
、
根
源
と
な
る
然
の
所
、
仏
種
を
断
つ
時
、

自
ら
何
れ
も
孫
ひ
こ
の
末
ま
で
も
断
仏
種
な
り
、
但
他
宗
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他
門
の
真
俗
の
人
、
法
華
宗
の
真
俗
の
人
に
引
摂
せ
ら
れ

師
範
の
所
に
て
経
を
持
つ
人
は
、
縦
い
引
摂
す
る
真
俗
の

人
仏
種
を
断
つ
故
に
不
審
を
蒙
る
と
い
え
ど
も
引
摂
せ
ら

る
る
他
宗
他
門
の
真
俗
の
人
は
仏
種
断
つ
引
摂
せ
ら
る
る

人
に
同
ぜ
ず
ん
ば
師
範
の
不
審
を
蒙
る
べ
か
ら
ず
云
云
。

略
解根

源
と
な
る
体
の
所
と
は
、
そ
の
家
の
根
本
す
な
わ
ち
主

人
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
引
摂
せ
ら
る
と
は
折

伏
さ
れ
て
正
宗
に
入
信
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

何
代
か
先
か
ら
、
本
宗
の
信
者
の
家
は
、
そ
の
子
孫
が
怠

慢
で
、
題
目
の
修
行
、
折
伏
の
修
行
を
怠

っ
て
お
り
、
し

か
も
分
家
が
沢
山
に
な

っ
て
も
、
み
ん
な
本
宗
の
信
者
で

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
も
し
、　
一
家
の
主
人
が
仏
種
を
断

つ
謗
法
者
と
な
っ
た
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
他
宗
に
転
じ
た

な
ら
ば
、
そ
の
家
の
系
統
の
孫
、
曾
孫
の
末
ま
で
も
謗
法

の
者
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
他
宗
他
門
の
謗
法
の
僧
、

俗
で
あ
っ
て
も
、
本
宗
の
僧
、
俗
に
折
伏
さ
れ
て
入
信
し

て
正
宗
寺
院
の
住
職
に
授
戒
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
正
宗
の

信
者
で
あ
り
ま
す
、
た
と
い
、
そ
の
後
、
折
伏
し
た
僧
、

俗
の
人
が
信
心
が
退
転
し
て
謗
法
者
に
な

っ
て
、
寺
院
住

職
か
ら
、
離
檀
せ
し
め
ら
れ
、
あ
る
い
は
信
徒
で
あ
る
こ

と
を
停
止
さ
れ
て
も
曇

（さ
き
）
に
折
伏
さ
れ
て
入
信
し

た
人
は
、
謗
法
者
と
な
っ
た
所
の
導
い
た
人
の
謗
法
に
同

意
し
な
け
れ
ば
、
寺
院
住
職
は
、
今
ま
で
通
り
信
者
と
し

て
取
り
扱
い
、
決
し
て
咎
だ
て
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

（学
林
教
科
書
６２

ｐ
）

５７

一
、
法
華
宗
の
大
綱
の
義
理
を
背
く
人
を
ば
謗
法
と
申
す

な
り
、
謗
と
は
乖
背
の
別
名
な
る
が
故
な
り
、
門
徒
の
僧

俗
の
中
に
加
様
の
人
あ
る
時
は
再
三
私
に
て
教
訓
し
て
用

い
ず
ん
ば
師
範
の
方

へ
披
露
す
べ
き
な
り
、
其
の
義
無
く

ん
ば
与
同
罪
遁
れ
難
き
故
な
り
云
云
。

略
解法

華
宗

（本
宗
）
の
大
綱
の
義
理
を
背
く
を
謗
法
と
い
う

と
あ
っ
て
こ
れ
こ
そ
謗
法
の
明
確
な
る
定
義
で
あ
り
ま
す
。

本
宗
の
大
綱

（宗
綱
＝
宗
祖
大
聖
人
を
末
法
の
下
種
本
仏

と
立
て
、
壽
量
品
文
底
本
因
下
種
の
三
大
秘
法
顕
現
等
、

宗
制
に
明
示
し
て
い
る
）
に
違
反
し
、
信
行
の
途
の
立
た

な
い
人
を
謗
法
の
人
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

謗
と
は
前
述
の
妙
楽
大
師
の
釈
に
乖
背

（そ
む
く
）
の
別

名
と
あ
り
ま
す
。

も
し
本
宗
の
僧
俗
の
内
で
、
こ
の
よ
う
な
人
が
有

っ
た
な
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ら
ば
、
お
互
い
に
再
三
諫
言
し
忠
告
し
て
、
し
か
も
改
心

し
な
け
れ
ば
、
そ
の
人
の
師
匠
に
申
し
出
る
べ
き
で
あ
り

ま
す
。

も
し
、
そ
の
ま
ま
、
謗
法
を
知

っ
て
い
て
、
不
間
に
附
し

た
な
ら
ば
、
自
分
も
与
同
罪
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（学
林
教
科
書
６４

ｐ
）

Ｑ

一
、
門
徒
の
僧
俗
の
謗
罪
を
見
隠
し
、
聞
き
隠
す
べ
か
ら

ず
、
与
同
罪
遁
れ
難
き
故
な
り
内
々
教
訓
し
て
用
い
ず
ん

ば
師
範
に
披
露
な
す
べ
き
な
り
云
云
。

略
解本

条
は
第
五
十
七
条
と
全
く
同
義
で
あ
る
。
宗
内
の
僧
や

信
徒
の
内
で
同
輩
の
謗
法
を
見
な
が
ら
、
こ
れ
を
隠
し
た

り
、
ま
た
人
か
ら
聞
い
て
も
、
こ
れ
を
隠
し
て
お
く
こ
と

は
与
同
罪
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
そ
う
い
う
場
合

は
本
人
に
内
々
誡
告
し
、
も
し
聞
き
入
れ
な
け
れ
ば
本
人

の
師
匠
に
申
し
告
げ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

（学
林
教
科
書
８４

ｐ
）

「見
て
置
い
て
責
め
ず
ん
ば
師
檀
共
に
無
間
地
獄
」
で
あ

り
ま
す
。
師
匠
自
身
が
、
御
授
戒
を
受
け
て
い
る
な
ら
と
い

う
だ
け
で
、
信
仰
し
て
い
る
と
判
断
す
る
事
は
、
当
然
こ
の

条
に
抵
触
す
る
ば
か
り
の
与
同
罪
以
上
の
重
い
罪
に
な
る
と

判
断
さ
れ
ま
す
。

鶴

一
、
縦
い
昨
日
ま
で
法
華
宗
の
家
な
り
と
も
孝
子
施
主
が

無
く
ん
ば
仏
事
を
受
く
べ
か
ら
ず
、
但
取
骨
ま
で
は
訪
ろ

う
べ
し
云
云
。

略
解孝

子
と
は
法
統
相
続
す
る
子
供
を
い
う
。
取
骨
と
は
、
火

葬
し
て
骨
上
げ
の
こ
と
。
本
宗
の
信
徒
が
死
亡
し
て
、
そ

の
跡
継
ぎ
、
法
統
を
相
続
す
る
子
供
が
な
く
、
後
の
人
が

謗
法
な
れ
ば
、
葬
儀
を
な
し
骨
上
げ
ま
で
は
本
宗
で
し
て

そ
の
後
は
法
要
の
依
頼
に
応
じ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
後
の

人
に
謗
法
の
執
情
が
あ
る
か
ら
。
（学
林
教
科
書
８６

ｐ
）

昨
日
ま
で
と
は
、
亡
く
な

っ
た
人
だ
け
が
信
心
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
何
の
恩
情
も
掛
け
ず
に
、
縁
を

切
れ
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
当
然
、
故
人
は
生

前
家
族
に
対
し
て
折
伏
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
の
判
断
の

上
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
、
骨
上
げ
迄
と
い
う
短
い
時
間
で
は
、
今
後
の
信
仰

●
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を
ど
う
し
て
い
く
の
か
を
決
定
さ
せ
る
の
は
酷
な
状
態
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
故
人
が
子
供
た
ち
に
信
仰
を
ど
の
よ

う
に
伝
え
て
い
た
の
か
、
昔
の
時
代
と
違
い
、
子
供
た
ち
が

地
元
に
固
ま
っ
て
生
活
し
て
い
る
状
況
ば
か
り
で
な
く
、
拡

散
し
て
生
活
し
て
い
る
場
合
は
親
族
会
議
を
開
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
で
し
ょ
う
し
、
骨
上
げ
ま
で
で
す
と
断
言
す
れ
ば
、

親
が
、
あ
れ
だ
け

一
所
懸
命
や
っ
て
い
た
信
心
な
の
に
、
後

は
知
ら
な
い
、
勝
手
に
し
ろ
と
捨
て
去
る
よ
う
な
信
心
な
の

か
と
誤
解
す
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
信
仰
者
が
生
前
、
日

蓮
大
聖
人
様
の
信
心
は
信
心
の
無
い
者
の
供
養
は
受
け
ら
れ

な
い
の
だ
、
信
仰
し
な
け
れ
ば
、
私
の
供
養
も
出
来
な
い
の

だ
と
親
族
に
伝
え
て
い
な
い
方
々
も
実
際
に
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。
で
す
か
ら
私
は
、
こ
の
誡
め
を
破

っ
て
、
四
十
九
日

の
法
要
と
御
墓

へ
の
納
骨
ま
で
に
、
遺

っ
た
親
族
の
方
々
へ
、

信
仰
を
引
き
継
い
で
や
っ
て
い
く
の
か
、
止
め
る
の
か
を
決

め
て
下
さ
い
。
日
蓮
大
聖
人
様
の
信
仰
が
ど
う
い
う
内
容
な

の
か
、
ど
ん
な
質
問
に
も
応
じ
ま
す
か
ら
と
伝
え
、
初
七
日

・

二
七
日
…
…
の
法
要
後
の
説
法
で
、
信
仰
の
基
本
的
な
事
、

法
の
概
略
的
な
事
を
お
話
し
し
ま
す
。
そ
し
て
、
後
々
の
法

事
の
為
に
保
険
の
よ
う
に
、
や
る
振
り
を
す
る
世
間
の
よ
う

な
信
仰
な
ら
、
し
な
い
方
が
良
い
で
す
。
と
伝
え
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
、
取
り
敢
え
ず
子
供
の
時
に
御
授
戒
を

受
け
て
い
れ
ば
と
か
、
断
れ
ば
他
宗

へ
行

っ
て
し
ま
う
と

「謗
法
厳
戒
」
の

【信
】
を
確
認
し
な
い
道
に
迷
い
込
む
事

が
平
気
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
ま
で
、
念
を
押
す
よ
う
に
、
駄
目
を
押
す
よ
う
に
日

蓮
正
宗
の
基
本
を
な
す

【信
】
を
説
明
し
て
き
ま
し
た
。
ど

こ
に
も
、

「御
授
戒
さ
え
受
け
て
い
れ
ば
」
の
類
は
無
く
、

逢
か
に
厳
し
く
、
眼
に
見
る
事
の
出
来
な
い
心
の
中
に
ま
で

立
ち
入
っ
て
、

【信
】
を
絶
対
条
件
と
し
て
求
め
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。

御
授
戒
の
有
無
を
信
仰
の
有
無
の

一
番
の
条
件
に
す
る
と

い
う
、
日
蓮
大
聖
人
の
法
か
ら
外
れ
る
事
を
常
識
の
よ
う
に

長
年
や
っ
て
い
れ
ば
、
信
仰
の
中
味
は
骨
粗
髪
症
の
よ
う
に

ス
カ
ス
カ
の
状
態
に
な
り
、
そ
う
な
れ
ば
仏
法
の
屋
台
骨
は

崩
れ
、
当
然
日
蓮
大
聖
人
の
法
で
は
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
法
を
守
る
こ
と
も
流
布
す
る
こ
と
も
出

来
な
く
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

御
寺
に
賽
銭
箱
を
置
か
な
く
て
も
置
い
て
い
る
と
同
じ
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。

【強
固
な
決
定
の
信
心
】

と
言
う
け
れ
ど
も
、
床
の
間
の
置
物
の
様
に
百
年
変
わ
ら
ず
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同
じ
形
を
し
て
い
る
信
念
な
ど
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間

の
心
は
本
然
と
し
て
元
品
の
無
明
を
持
ち
、
其
の
心
は
、
瞬

間
瞬
間
、　
一
念

一
念
、
コ
ロ
コ
ロ
と
千
変
万
化
す
る
も
の
な

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
荒
凡
夫
の
生
命
を
認
め
肯
定
し
、

こ
ん
な
凡
夫
に
も
仏
の
生
命
が
具
わ
り
、
成
仏
出
来
る
法
を

示
さ
れ
た
の
が
日
蓮
大
聖
人
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
日
蓮
大
聖
人
の
法
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
の
が
化

儀
抄
の
②
の
文
だ
と
思
い
ま
す
。
末
法
の
、
自
分
で
御
す
る

こ
と
の
出
来
な
い
元
品
の
無
明
を
抱
く
荒
凡
夫
の
本
性
を
明

ら
か
に
示
し
、
認
め
、
裏
切
り
が
あ
る
や
も
し
れ
な
い
。

「命
懸
け
で
信
じ
ま
す
。
」
と
言
っ
て
い
る
腹
の
底
に
二
心
が

あ

っ
た
り
、
舌
の
根
が
乾
か
ぬ
内
に
退
転
し
た
り
で
あ

っ
て

も
、
一異
切
ら
れ
て
も
、
一異
切
ら
れ
て
も
、
裏
切
ら
れ
て
も
、

そ
の
瞬
間
の

【信
】
の
真
心
を
認
め
、
受
け
入
れ
、
そ
ん
な

危
う
い
生
命
と
で
も
、
境
智
冥
合
と
す
る
。
こ
れ
が
日
蓮
大

聖
人
の
教
え
な
の
で
あ
り
ま
す
。

な
ら
ば
、
現
代
の
社
会
風
潮
で
あ
る
、
日
本
風
に
取
り
敢

え
ず
坊
さ
ん
が
御
経
を
あ
げ
て
く
れ
て
、
戒
名
を
付
け
て
く

れ
れ
ば
良
い
。
背
広
を
着
た
創
価
学
会
の
幹
部
が
来
て
、
友

人
葬
で
は
困
る
、
世
間
体
が
悪
い
。

実
際
、
私
の
所
に
も
、

「友
人
葬
で
や
っ
た
の
で
、
戒
名

が
な
い
と
格
好
が
付
か
な
い
の
で
戒
名
だ
け
付
け
て
く
れ
な

い
か
。
」
と
言

っ
て
来
た
人
が
い
た
。
私
は
、
ま
ず
あ
な
た

が

【信
】
を
持
た
な
け
れ
ば
、
世
間
体
中
心
の

【取
り
敢
え

ず
】
に
付
き
合
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
御
断
り
し
た
。

一
、
御
本
尊
を
お
受
け
し
、
安
置
し
。

二
、
御
経
と
御
題
目
を
唱
え
。

三
、
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
だ
け
を
信
じ
。

四
、
他
の
宗
教
を
し
な
い
。

こ
の
事
を
本
人
に
確
認
す
る
事
が
、
幼
い
時
、
親
の
意
志

に
同
行
し
た
、
自
分
の

【信
】
で
な
い
御
授
戒
を
受
け
た
こ

と
を
、
坊
さ
ん
も
、
こ
れ
を
隠
れ
蓑
や
免
罪
符
の
よ
う
に
し

て
、
御
供
養
を
受
け
る
事
の
正
当
化
に
用
い
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。

御
授
戒
を
受
け
て
い
て
も
、
ま
っ
た
く
信
仰
心
が
無
く
、

不
信
と
謗
法
を
平
気
で
言
動
に
示
し
て
い
る
事
が
分
か
っ
て

い
て
、
確
認
も
、
問
い
質
し
も
し
な
い
で
、
保
身
の
為
、
知

ら
な
か
っ
た
の
弁
解
作
り
で
見
逃
し
て
い
れ
ば
、
坊
さ
ん
自

体
が
謗
法
与
同
罪
で
は
無
く
、
謗
法
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り

ま
す
。
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御
授
戒
を
受
け
て
い
る
か
い
な
い
か
の
確
認
で
な
く
、
今
、

信
じ
て
い
る
か
信
じ
て
い
な
い
か
を
確
認
す
る
事
が
坊
さ
ん

の
責
任
と
使
命
な
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
言

っ
ち
ゃ
あ
お
終
い
だ
と
思
う
人
が
い
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
お
終
い
で
結
構
。

ハ
ッ
キ
リ
と
日
蓮
大
聖
人
の
教
え
と
は
こ
う
い
う
も
の
な

ん
だ
と
伝
え
て
縁
を
切
る
事
が
妙
法
の
縁
、
妙
法
の
種
蒔
き

に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

先
師
の

【謗
法
厳
戒
】
を
説
法
で
訴
え
、
自
分
も
そ
う
で

あ
る
か
の
よ
う
に
、
い
き
り
立
ち
自
慢
す
る
か
の
よ
う
に
説

き
、
メ
シ
の
種
に
し
、
現
実
は
抜
け
道
だ
ら
け
の
信
心
で
は

成
仏
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

創
価
学
会
が
折
伏
大
行
進
と
言

っ
て
い
た
時
代
を
知

っ
て

い
る
僧
侶
で
あ
る
な
ら
ば
、
創
価
学
会
は
、

【信
】
が
無
く

て
も
、
や
ら
な
け
れ
ば
損
を
す
る
ぞ
、
今
入
っ
て
お
か
な
け

れ
ば
後
悔
す
る
ぞ
と
、
ム
チ
と
飴
を
使

っ
て
、
御
授
戒
を
受

け
さ
せ
、
病
気
が
治
る
、
お
金
が
儲
か
る
、
御
本
尊
を
持

っ

て
い
れ
ば
良
い
事
が
あ
る
と
言

っ
て
、
結
果
と
し
て
、
沢
山

の
信
仰
ア
レ
ル
ギ
ー
の
人
々
と
御
本
尊
を
焼
い
た
り
、
捨
て

た
り
、
御
寺
に
返
却
し
た
り
の
現
実
を
徒
花
と
し
て
露
呈
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。
信
仰
の
目
的
が
成
仏
で
あ
る
事
も
、
御

授
戒
文
の
意
味
す
る
事
が
何
か
も
、
ま
っ
た
く
伝
え
な
か
っ

た
。

【信
】
ど
こ
ろ
か
、
逃
げ
よ
う
と
す
る
人
を
押
さ
え
つ

け
て
御
授
戒
を
さ
せ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
荷
担
し
た

坊
さ
ん
が
、
何
を
以
て

【信
】
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。

信
仰
と
は
、
ま
ず
日
蓮
大
聖
人
様
の
主
張
す
る
法
が
何
か

を
示
し
、
信
ず
る
事
の
大
切
さ
を
教
え
、
本
人
に
信
ず
る
心

が
芽
生
え
て
か
ら
、
御
本
尊
を
安
置
す
る
場
所
も
仏
壇

（た

と
え
貧
し
く
、
リ
ン
ゴ
箱
に
紙
を
貼

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
と

し
て
も
）
を
事
前
に
用
意
し
て
、
仏
具
を
揃
え
、
御
経
本
、

数
珠
を
自
分
で
求
め
、
勤
行
が
出
来
る
よ
う
に
努
力
し
、
事

前
に
謗
法
払
い
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
御
授
戒
を
受
け
る
。
そ

れ
が
当
然
の
順
序
な
の
で
あ
り
ま
す
。
相
手
が
誰
か
も
知
ら

な
い
の
に
、
今
、
結
婚
し
と
い
た
ほ
う
が
幸
せ
に
な
れ
る
。

結
婚
し
て
帰

っ
て
か
ら
、
掃
除
を
し
て
、
住
む
所
を
考
え
探

し
、
生
活
用
具
を
揃
え
…
…
の
順
序
で
あ
れ
ば
、
何
の
為
に

結
婚
す
る
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

か
っ
て
の
、
入
信

・
御
授
戒
は
、
こ
の
結
婚
の
讐
え
よ
り

も
ひ
ど
い
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
坊
さ
ん
は

目
の
当
た
り
に
し
て
、
本
山
が
や
れ
と
言

っ
て
い
る
事
で
、

異
議
を
唱
え
れ
ば
呪
ま
れ
る
だ
け
と
、
何
の
行
動
も
起
こ
さ

ず
、
見
過
ご
し
て
、
使
い
捨
て
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
返
却
御



本
尊
が
、
溜
ま
れ
ば
段
ボ
ー
ル
に
詰
め
て
大
石
寺

へ
送
る
行

為
だ
け
を
機
械
的
に
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。
大
石
寺
は

一
般
の
ゴ
ミ
と

一
緒
に
焼
却
す
る
の
は
流
石
に
気
が
引
け
た

の
か
、
返
却
本
尊
専
用
の
焼
却
炉
を
設
置
し
在
勤
者
の
所
化

に
作
業
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
実
行
し
た
創
価
学
会

よ
り
も
、
そ
の
事
に
異
議
を
唱
え
な
か
っ
た
坊
さ
ん
の
罪
は

十
回
二
十
回
と
地
獄
に
堕
ち
て
も
罪
障
消
滅
出
来
る
も
の
で

は
な
い
と
自
分
も
含
め
反
省
し
、
三
度
と
、
取
り
敢
え
ず
受

け
と
け
ば
良
い
、
心
変
わ
り
し
な
い
内
に
受
け
て
お
け
ば
良

い
と
い
う

【信
】
の
無
い
御
授
戒

・
御
本
尊
下
付
は
未
来
ど

の
よ
う
な
時
代
が
来
て
も
、
こ
の
悪
夢
の
よ
う
な
現
実
を
絶

対
に
繰
り
返
し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
、
三
度
と
こ
う
い
う
時
代
が
有

っ
て
は
な
ら
な
い
と

考
え
、
信
者
さ
ん
の
大
半
は
創
価
学
会
時
代
の

「取
り
敢
え

ず
御
授
戒
思
想

。
取
り
敢
え
ず
御
本
尊
を
受
け
さ
せ
る
思
想
」

が
正
し
い
と
教
え
込
ま
れ
た
人
達
で
す
が
、
大
人
の
人
で
あ

れ
ば
、
三
ヶ
月
、
六
ヶ
月
と
毎
月
の
参
詣
を
真
面
目
に
さ
れ
、

御
経
本
を
見
て
勤
行
を

一
緒
に
出
来
る
よ
う
に
し
、
こ
れ
か

ら
信
仰
す
る
日
蓮
大
聖
人
様
の
教
え
の
基
本
を
そ
の
都
度
伝

え
、
疑
間
に
応
え
、
そ
の
上
で
入
信
さ
せ
て
下
さ
い
と
求
め

ら
れ
る
人
だ
け
に
御
授
戒
を
す
る
よ
う
に
指
導
し
て
来
ま
し

た
。
家
に
仏
壇
が
用
意
さ
れ
て
い
な
い
人
に
、
御
本
尊
下
附

は
当
然
し
ま
せ
ん
。

ま
ど
ろ
っ
こ
し
い
と
思
わ
れ
る
人
も
い
る
と
思
う
が
、
当

然
、
信
心
の
な
い
人
を
信
者
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
正
宗
が
、
真
の

【信
の
宗
旨
】
に
蘇
生
す
る
に
は
、

日
蓮
正
宗
で
は
、
子
供
の
時
、
親
の
意
志
で
御
授
戒
を
受
け

た
者
は
、
大
人
に
な
っ
て
信
心
を
す
る
心
が
無
く
、
謗
法
の

心
を
持

っ
て
い
て
も
、
信
心
を
貫
い
て
亡
く
な
っ
た
親
の
葬

儀
や
、
法
事
の
願
主
に
な
れ
、
僧
侶
は
、
そ
の
者
の
御
供
養

を
受
け
る
事
が
出
来
る
と
い
う
手
前
勝
手
な
謗
法
の
考
え
方

を
、
僧
俗
全
員
が
改
め
て
い
か
な
い
限
り
、
真
の
蘇
生
は
無

い
の
で
あ
り
ま
す
。
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