
「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味

i
佐
一
道
生
撰
述
「
法
花
経
疏
」

を
め
ぐ
っ
て
i

，鳥

居

達

久

は
じ
め
に

鳩
摩
羅
什
が
中
国
に
お
け
る
仏
典
翻
訳
史
の
一
時
代
を
画
し
た
偉
大
な
譲
訳
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
局
知
の
事
実
で
あ
る
c

当
然
な

が
ら
彼
の
翻
訳
し
た
経
・
論
は
当
時
の
中
国
仏
教
者
に
と
っ
て
新
し
い
仏
教
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
新
し
い
仏
教
を
い
ち

早
く
吸
収
し
た
一
人
が
竺
道
生
で
あ
っ
た
。

す
で
に
、
い
わ
ゆ
る
小
乗
仏
教
の
教
理
を
学
ん
で
い
た
竺
道
生
は
長
安
に
お
け
る
羅
什
の
訳
場
で
親
し
く
こ
の
新
し
い
仏
教
を
吸

収
し
、
一
連
の
仏
教
学
鯵
業
を
終
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
義
照
五
年
(
西
署
西
O
九
年
)
、
東
晋
の
都
で
あ
る
建
康
に
戻
り
、

こ
の
江
南
の
仏
教
の
中
心
地
に
お
い
て
数
々
の
斬
新
な
主
張
を
発
表
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
道
生
は
そ
れ
ま
で
の
惨
業
の
成
果
を
問

う
た
の
で
あ
っ
た
。

ナ
イ
オ
ン
キ
ョ
ウ

義
組
…
十
三
年
(
四
一
七
年
)
に
同
じ
建
康
の
道
場
寺
で
翻
訳
さ
れ
た
六
巻
本
「
泥
垣
経
」
が
お
お
や
け
に
さ
れ
、
そ
れ
を
手
に
し

た
道
生
は
こ
の
経
に
基
づ
い
て
、
成
仏
の
可
龍
性
を
新
た
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
者
、
す
な
わ
ち
一
霞
提
、
も
成
仏
で
き
る
と
い
う
、

尋
常
な
る
知
見
で
は
及
び
得
な
い
主
張
を
公
表
し
た
の
で
あ
っ
た
c

そ
れ
ま
で
の
道
生
の
動
き
に
好
感
を
抱
い
て
い
な
か
っ
た
「
田

学
の
信
党
」
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
『
泥
逗
経
』
に
文
字
と
し
て
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
楯
に
、
道
生
の
「
菰
明
先
発
」
の
主
張

冨
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
研
究
紀
要
第
四
号

平
或
十
三
年
三
丹

ーむ



「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
(
鳥
岩
)

/'--

を
「
背
経
の
邪
説
」
で
あ
る
と
し
、
紛
糾
の
声
は
増
大
す
る
一
方
で
あ
っ
た
。
結
果
、
道
生
は
建
豪
か
ら
掻
斥
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

彼
の
十
有
余
年
に
及
ぶ
華
々
し
い
仏
道
宣
布
の
活
動
の
土
地
を
追
い
や
ろ
う
と
す
る
大
衆
の
前
に
立
ち
、
道
生
は
身
な
り
を
整
え
つ

つ
彼
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
告
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
「
も
し
私
の
説
く
と
こ
ろ
が
経
典
の
義
に
背
く
も
の
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
体

に
罵
疾
を
あ
ら
わ
し
て
涼
し
い
。
も
し
(
私
の
説
く
と
こ
ろ
が
)
実
相
と
違
わ
な
い
な
ら
ば
、
私
の
寿
命
が
終
わ
る
と
き
に
は
獅
子

屋
に
就
い
て
い
る
こ
と
を
頼
日
」
と
。
言
い
終
わ
る
や
決
然
と
し
て
去
っ
て
い
っ
た
。
ち
な
み
に
「
震
疾
」
と
は
ハ
ン
セ
ン
病
の
こ

と
で
あ
る
。

反
対
派
に
告
げ
ら
れ
た
道
生
の
言
葉
辻
、
そ
の
の
ち
正
し
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。
六
巻
本
「
泥
一
迫
経
』
よ
ち
も
さ
ら
に
増
諒
さ

れ
た
四
十
巻
本
『
浬
繋
経
」
が
中
国
の
北
方
で
四
二
一
年
に
翻
訳
さ
れ
、
や
が
て
そ
れ
が
建
農
に
も
伝
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の

「
淫
繋
経
』
に
一
霞
援
も
成
仏
す
る
こ
と
が
明
確
に
記
さ
れ
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
塵
山
に
住
し
て
い
た
道
生
も
勿
論
そ

か
の
え
ね

れ
を
手
に
し
た
。
道
生
誌
元
嘉
十
一
年
十
一
月
実
子
、
す
な
わ
ち
酉
憲
司
三
四
年
九
月
二
十
一
日
、
に
そ
の
麗
山
の
精
舎
で
法
産
に

上
っ
て
説
法
を
し
終
え
た
そ
の
科
那
に
卒
去
し
た
の
で
為
っ
た
。

道
生
の
伝
記
の
一
部
を
『
出
三
蔵
記
東
」
お
よ
び
『
(
梁
)
高
僧
促
』
に
沿
っ
て
略
説
し
た
の
は
外
で
も
な
い
、
本
論
考
テ
1
マ

の
重
要
部
分
で
あ
る
「
実
相
」
が
道
生
に
よ
っ
て
い
か
に
重
視
さ
れ
て
い
る
か
を
例
示
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

建
康
を
掻
出
さ
れ
る
直
前
の
道
生
の
言
葉
か
ら
彼
が
「
実
桔
」
に
自
己
の
生
命
を
賭
け
て
い
る
そ
の
厳
し
い
覚
悟
を
充
分
に
知
り

得
る
。
こ
の
言
葉
は
、
資
料
と
し
て
信
頼
性
の
高
い
「
出
三
議
記
集
」
お
よ
び
『
(
梁
)
高
指
伝
』
に
も
記
載
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

お
そ
ら
く
史
実
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
「
実
相
」
は
道
生
の
仏
教
観
の
中
心
に
存
在
す
る
と
理
解
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

彼
の
言
葉
に
あ
る
「
経
の
義
」
と
は
倍
々
の
経
典
の
文
字
を
通
し
て
示
さ
れ
る
意
味
で
為
り
、
こ
の
場
合
は
『
泥
澄
経
」
の
説
く

一
関
提
の
成
仏
に
関
す
る
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
「
実
相
」
と
は
個
々
の
経
典
の
立
場
を
超
え
た
仏
法
の
核
あ
る
い
誌
仏
の

在
り
方
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
仏
教
の
根
源
語
で
あ
る
と
云
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
仏
法
の
核
が
種
々
の
経
典
の
「
実
相
」



を
通
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
妙
法
蓮
華
経
」
(
以
後
「
妙
法
華
経
」
あ
る
い
は
「
妙
法
華
」
の
よ
う
に
略
記
す
る
)
に
お
け

る
こ
の
仏
法
の
核
を
道
生
が
「
仏
知
見
」
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
辻
本
学
『
研
究
紀
要
』
第
3
号
拙
論
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
と

お
り
で
あ
れ
o

さ
ら
に
「
大
品
般
若
経
」
や
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
「
大
智
度
論
で
あ
る
い
は
「
維
摩
経
」
等
に
「
実
相
」
が
そ
の

よ
う
な
根
源
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
同
拙
論
に
お
い
て
指
摘
し
た
。
「
実
相
」
が
こ
の
よ
う
な
形
で
各

種
経
・
論
に
現
わ
れ
る
事
態
と
、
道
生
が
彼
の
仏
教
観
の
中
心
に
「
実
相
」
を
据
え
る
事
惑
と
は
見
事
に
通
じ
合
っ
て
い
る
と
い
え

ト
品
、
「
ノ
G

み

こ
の
よ
う
な
理
解
を
得
て
拐
め
て
、
本
学
「
研
究
紀
要
」
第
2
号
拙
論
で
論
じ
た
よ
う
に
、
道
生
が
蓮
華
の
「
実
」
を
「
妙
法
華

経
」
の
中
心
的
教
理
で
あ
る
「
婦
こ
に
結
び
つ
け
る
こ
と
、
ま
た
詞
第
3
号
拙
論
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
仏
教
学
的
用
法
の

「
実
」
字
が
「
実
程
」
と
同
じ
く
、
指
し
示
す
内
容
が
仏
知
見
で
あ
り
、
こ
の
「
実
」
字
を
道
生
が
個
性
的
・
特
徴
的
に
居
い
る
こ

と
な
ど
の
理
由
も
納
得
で
き
よ
う
。

先
学
の
萌
町
民
に
よ
れ
ば
、
「
実
相
」
な
る
語
は
も
っ
ぱ
ら
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
使
わ
れ
始
め
、
同
じ
く
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
そ
の

意
味
の
拡
充
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
「
実
相
」
は
単
に
「
妙
法
華
」
の
み
な
ら
ず
、
羅
什
が
訳
し
た
と
さ
れ
る
大
乗
経
・
論
に
も
現
わ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
党
文
京
典
が
現
存
す
る
漢
訳
経
・
論
の
場
合
、
党
文
に
お
い
て
「
実
相
」
に
相
当
す
る
言
葉
が
存
在
し
な
い
と

考
え
ら
れ
る
箇
所
に
も
「
実
栢
」
が
現
わ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
本
論
考
は
道
生
の
捉
え
る
「
藷
法
の
実
桔
」
の
意
味
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
道
生
の
用
い
る
「
実
」
お

よ
び
「
実
相
」
の
意
味
が
幾
ら
か
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
う
え
「
諸
法
の
実
穂
」
を
こ
こ
で
検
討
す
る
理
由
は
荷

で
あ
ろ
う
か
。
す
ぐ
の
ち
に
一
不
す
よ
う
に
、
道
生
は
「
妙
法
華
経
」
中
の
「
実
桔
」
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
「
諸
法
」

に
は
注
意
を
向
け
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
道
生
の
「
妙
法
蓮
花
経
疏
」
(
以
後
『
法
花
経
疏
』
あ
る
い
は
『
経
琉
」
の
よ
う
に

略
記
す
る
)
の
み
の
萌
究
に
関
す
る
課
り
、
「
諸
法
の
実
相
」
な
る
語
句
を
考
察
す
る
理
由
は
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
(
鳥
岩
)

ブL



「
諸
誌
の
実
相
」
の
意
味
(
鳥
居
)

在豆
ζ〉

と
こ
ろ
で
道
生
の
『
法
花
経
琉
』
は
現
存
最
古
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
に
も
最
古
層
に
嘉
す
る
『
妙
法
華
経
』
に
た
い
す

る
注
釈
書
で
あ
る

G

そ
れ
ゆ
え
道
生
の
『
法
花
経
琉
」
に
開
陳
さ
れ
る
妙
法
華
経
観
が
後
代
の
妙
法
華
経
解
釈
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
推
測
で
き
る
こ
と
で
あ
与
、
実
際
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
指
摘
は
存
在
す
記
。
し
た
が
っ
て
道

生
の
「
法
花
経
琉
』
は
中
富
に
お
け
る
妙
法
華
経
解
釈
の
流
れ
の
始
源
に
位
置
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
こ
に
、

道
生
に
よ
る
妙
法
華
経
解
釈
の
後
代
へ
の
影
響
と
そ
の
変
遷
、
す
な
わ
ち
妙
法
華
教
理
史
の
視
点
を
考
慮
す
る
必
要
性
が
浮
上
す
る

の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
諸
法
実
相
」
と
い
う
語
句
が
後
代
に
お
い
て
天
台
宗
の
教
学
の
中
心
的
概
念
を
構
成
す
る
部
分
に
な
る
こ

と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
c

こ
の
妙
法
華
教
理
史
の
視
点
か
ら
見
て
、
道
生
に
よ
る
平
均
法
の
実
棺
」
把
握
の
仕
方
の
検
討
は
、

そ
れ
ゆ
え
、
橿
め
て
重
要
な
諜
題
と
な
る
の
で
あ
り
¥
本
学
『
紀
要
」
第
2
ロ
す
か
ら
始
ま
っ
た
筆
者
の
「
実
」
お
よ
び
「
実
程
」
に

関
す
る
一
連
の
考
察
を
締
め
く
く
る
課
題
と
し
て
採
り
あ
、
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

本
論
考
の
課
題

本
論
考
に
・
お
い
て
解
明
す
べ
き
課
題
は
竺
道
生
が
「
妙
法
華
経
」
に
現
わ
れ
る
「
諸
法
の
実
桓
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
捉
え
方
が
道
生
の
『
法
在
経
疏
』
に
お
い
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
諸
法
の
実
相
」
は
「
法
花

経
疏
」
の
つ
、
き
の
二
箇
所
に
お
い
て
注
釈
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
前
号
「
紀
要
』
に
お
い
て
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
(
一
七
二
、
一
七
三

頁
)
。
最
初
の
笛
所
は
「
序
品
」
最
後
群
の
傷
文
中
の
文
「
諸
法
の
実
桓
の
義
は
己
に
汝
等
の
為
に
説
け
り
」
(
「
大
正
」
九
、
五

上一

O
行。

A
認
)
を
注
釈
す
る
つ
ぎ
の
文
で
あ
る
(
な
お
文
中
の
接
点
は
筆
者
に
よ
る
。
以
後
同
様
)
。

[
引
用

二
「
諸
法
の
実
相
の
義
」
は
、
二
乗
の
偽
は
無
く
、
唯
、
大
乗
の
実
相
を
説
く
の
み
。
(
「
続
蔵
』
三
九
九
右
下
五
行
)



い
ま
一
つ
の
笛
所
は
、
「
方
便
品
」
初
め
の
経
文
「
唯
、
仏
と
仏
と
の
み
乃
し
龍
く
諸
法
の
実
相
を
究
め
尽
せ
ば
な
り
」
(
『
大
正
」

九
、
五
下
一

O
行。

A
銘
)
を
注
釈
す
る
つ
ぎ
の
文
で
あ
る
。

[
引
用
二
〕
「
実
栢
」
に
二
乗
の
橘
は
無
く
、
唯
、

一
乗
の
実
の
み
也
。
(
「
続
蔵
」
三
九
九
左
下
六
行
)

こ
れ
ら
二
読
文
中
の
「
実
相
」
の
意
味
は
す
で
に
前
号
「
紀
要
」
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
第
一
文
に
お
い
て
は
「
大
乗
の
実

桓
」
中
の
「
実
相
」
が
仏
知
見
を
指
し
示
す
こ
と
が
知
ら
れ
だ
。
た
だ
し
こ
の
「
大
乗
の
実
相
」
中
の
「
実
梧
」
は
「
諸
法
の
実
相

の
義
」
中
の
そ
れ
と
異
な
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
道
生
は
「
諸
法
の
実
相
の
義
」
の
意
味
を
注
釈
す
る
た
め
に
「
二
乗
の
偽
は
無

く
、
唯
、
大
乗
の
実
相
を
説
く
の
み
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
前
者
の
「
実
相
」
が
後
者
の
そ
れ
と
異
な
っ
て
は
注
釈
に
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

第
二
文
に
お
い
て
は
「
一
乗
の
実
」
中
の
「
実
」
が
や
は
り
仏
知
見
を
指
し
示
す
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
そ
れ
阜
、
ぇ
文
頭
の
「
実
相
」

も
仏
知
見
を
指
し
示
す
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
二
文
中
の
「
実
棺
」
は
仏
知
見
を
指
し
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味

を
検
討
し
た
い
。
最
後
と
な
っ
た
が
、
こ
の
道
生
撰
述
「
法
花
経
琉
」
に
お
け
る
「
諸
法
の
実
相
」
に
関
す
る
先
各
研
究
は
、
管
見

に
よ
る
誤
り
、
実
質
的
に
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
足
。

「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
(
鳥
居
)

1m 



「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
(
鳥
居
)

1m 

「
語
法
の
実
椙
」
の
「
諸
法
」
の
意
味

-------一、、--

善
行
か
ら
の
視
点

さ
て
前
記
第
二
文
中
の
「
一
乗
の
実
」
と
は
、
前
号
『
紀
要
」
の
拙
論
に
よ
れ
ば
、
「
妙
法
華
経
」
の
立
場
で
あ
る
一
仏
乗
が
昌

指
す
仏
知
見
の
こ
と
で
あ
っ
た
(
同
一
七
二
、
一
七
三
頁
)
。
つ
ま
り
「
一
乗
の
実
」
は
「
妙
法
華
経
」
の
目
的
、
主
張
、
も
し
く

は
「
妙
法
華
経
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
一
乗
の
実
」
は
第
一
文
中
の
「
大
乗
の
実
棺
」
と
等
し

い
内
容
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
や
え
第
一
文
が
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
大
乗
の
実
相
」
を
説
く
「
諸
法
の
実
椙
の
義
」
辻

「
妙
法
華
経
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。
道
生
も
こ
の
よ
う
な
理
解
を
し
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
道
生
は
「
妙
法
華
経
」
を
「
実
」
の
冨
か
ら
だ
け
で
な
く
、
「
善
」
の
匡
か
ら
も
捉
え
る
よ
う
で
あ
る
。
「
経
疏
」
に
お

い
て
「
妙
法
華
経
」
各
品
の
注
釈
を
始
め
る
前
に
「
は
し
が
き
」
・
「
総
説
」
と
も
称
せ
ら
れ
る
短
い
段
落
が
存
在
す
る
。
「
総
説
」

で
は
道
生
が
重
要
と
捉
え
る
「
妙
法
華
経
」
の
主
張
が
簡
潔
に
開
諌
さ
れ
る
。
こ
の
「
総
説
」
に
お
け
る
つ
ぎ
の
琉
文
が
「
善
」
の

一
極
か
ら
「
妙
法
華
経
」
を
捉
え
る
よ
う
で
あ
る
。

(
引
用
三
〕
此
の
経
は
大
乗
を
以
て
宗
と
為
す
。
大
乗
と
は
平
等
大
慧
を
語
、
っ
。
一
善
に
始
ま
り
極
慧
に
終
わ
る
。
是
れ
也
。

平
等
は
理
と
し
て
異
趣
は
無
く
、
同
じ
く
一
極
に
掃
す
る
を
語
、
つ
也
。
大
慧
は
終
わ
り
に
就
い
て
称
を
為
す
耳
。
若
し
始
末
を

続
論
す
れ
ば
、
一
豪
の
善
は
皆
、
是
れ
告
。
(
「
続
戴
」
三
九
六
左
下
一
六
行
)



こ
の
初
段
「
一
善
に
始
ま
り
極
慧
に
終
わ
る
。
是
れ
也
」
の
中
の
「
一
善
」
が
問
題
の
「
善
」
で
あ
る

G

ま
た
「
極
慧
」
に
関
し

て
は
す
ぐ
後
に
「
同
じ
く
一
極
に
帰
す
る
を
語
、
っ
塩
」
と
述
べ
ら
れ
、
続
い
て
「
大
慧
は
務
わ
り
に
就
い
て
称
を
為
す
耳
」
と
述
べ

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
極
慧
」
詰
「
一
極
」
あ
る
い
辻
「
大
慧
」
の
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
学
「
紀
要
」
第
2
号
拙
論
で
検
討

し
た
よ
う
に
(
一
四
六
頁
)
、
「
一
極
」
は
仏
知
見
あ
る
い
は
仏
慧
で
あ
っ
た
。
す
る
と
ご
善
」
か
ら
始
ま
っ
て
「
極
慧
に
終
わ
る
」

と
は
、
「
一
善
」
か
ら
始
ま
っ
て
仏
知
見
あ
る
い
は
仏
慧
に
終
わ
る
と
換
言
で
き
よ
う
c

本
引
用
疏
文
末
の
「
若
し
蛤
末
を
統
議
す

れ
ば
、
一
豪
の
善
は
皆
、
是
れ
也
」
辻
こ
の
換
言
さ
れ
た
内
容
を
言
い
表
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
仏
の
教
え
の
実
践
の

出
発
点
が
「
一
善
」
で
あ
る
こ
と
と
、
同
時
に
こ
の
「
一
善
」
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
へ
行
き
着
く
か
と
い
う
到
達
点
と
を
明
示
し

よ
う

G

そ
し
て
こ
の
再
点
の
明
示
は
両
点
を
結
ぶ
線
を
想
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
線
は
「
一
善
」
か
ら
始
ま
れ
ノ
仏
慧
に
終
わ
る

道
程
で
あ
る
と
理
解
し
た
い
。
こ
の
「
道
程
」
の
設
定
は
本
引
用
疏
文
の
趣
旨
を
明
瞭
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
「
妙
法
華
経
」
の
説

く
一
乗
・
三
乗
の
在
り
方
を
も
鮮
明
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る

G

と
こ
ろ
で
こ
の
「
善
」
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
善
」
に
は
漢
語
と
し
て
幾
謹
類
か
の
字
義
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

道
生
は
こ
の
「
善
」
を
い
か
去
る
意
味
で
使
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
解
答
は
「
方
便
品
」
に
関
す
る
つ
ぎ
の
琉
文
に
見
出
せ
る
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
疏
文
は
「
方
便
品
」
傷
文
に
お
い
て
、
過
去
仏
の
も
と
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
が
「
仏
道
を
成
」
じ
た
と
す
る
、

そ
の
成
仏
行
為
を
説
く
文
の
う
ち
「
若
し
衆
生
の
類
有
っ
て
」
(
『
大
正
』
九
、
入
下
一
一
行
。

A
出
)
か
ら
「
或
は
人
存
っ
て
礼
拝

し
」
(
「
大
正
」
九
、
九
上
一
九
行
。

A
m
)
に
至
る
範
習
を
注
釈
す
る
文
で
あ
る
。

[
引
用
自
]
「
若
し
衆
生
の
類
有
っ
て
」
よ
ち
「
人
有
っ
て
礼
拝
し
」
に
至
る
と
は
。
自
下
は
衆
生
の
過
去
弘
に
於
て
諸
善
課

を
殖
え
、
二
百
家
の
一
善
、
皆
、
之
れ
を
積
み
て
道
を
成
ぜ
し
こ
と
を
明
か
す
。
(
「
続
蔵
」
四
0
0左
下
一
回
行
)

「
諸
法
の
実
梧
」
の
意
味
(
鳥
居
)

一回一一一



「
諸
法
の
実
梧
」
の
意
味
(
鳥
居
)

豆E
E豆

こ
の
中
段
の
「
一
豪
の
一
善
」
は
「
一
善
」
と
「
一
豪
の
善
」
と
を
合
わ
せ
た
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
「
一
豪
の
一
善
」
に
続
く

部
分
「
皆
、
之
れ
を
覆
み
て
道
を
成
ぜ
し
こ
と
を
明
か
す
」
こ
と
か
ら
「
善
」
が
「
善
き
行
な
い
」
、
「
善
き
実
践
」
、
「
善
行
」
の
こ

と
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
よ
う
。
ま
た
「
一
豪
の
一
善
」
の
直
前
の
丈
「
衆
生
の
過
去
仏
に
於
て
諸
善
根
を
殖
え
」
に
「
諸
善
根
を

殖
え
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
こ
の
表
現
が
「
一
豪
の
一
善
、
皆
、
之
れ
を
積
み
て
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

こ
の
場
合
の
「
善
」
は
「
善
根
」
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
晃
て
く
る
な
ら
ば
「
一
善
」
と
は
「
少
し
の
善
行
」
で

あ
る
と
理
解
し
て
問
題
無
い
で
あ
ろ
う
。
道
生
が
本
引
用
琉
文
に
お
い
て
一
不
す
「
妙
法
華
経
」
経
文
の
範
囲
に
は
「
乃
至
、
童
子
の

た

わ

む

れ

あ

っ

せ

戯
に
沙
を
緊
め
て
仏
塔
と
為
る
」
(
「
大
正
」
九
、
八
下
二
回
行
。

A
出
)
に
よ
っ
て
例
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
普
通

の
人
間
に
よ
る
仏
の
教
え
に
従
う
行
為
あ
る
い
辻
仏
の
た
め
の
行
為
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
道
生
の
謂
う
と
こ
ろ
の
「
一
益
こ
と
誌

こ
の
よ
う
な
行
為
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

の
意
味
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
き
の
「
一
善
」
か
ら
始
ま
っ
て
仏
知
見
(
仏
慧
)
に
捺
わ
る
と
い
う
疏
文
文
句

の
意
味
が
幾
ら
か
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
道
生
は
本
引
用
琉
文
に
お
い
て
、
普
通
の
人
間
が
「
少
し
の
善
行
」
を
払
併
合
ー
か
か

?
r
p

よ
っ
て
も
「
道
を
成
」
ず
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
仏
道
を
成
就
す
る
こ
と
、
が
で
き
る
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
仏
道
を
成
就
す
れ
ば
、

弘
知
見
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
辻
「
少
し
の
善
行
」
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
仏
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
謂
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
さ
き
の
「
一
釜
こ
か
ら
始
ま
っ
て
仏
知
見
に
終
わ
る
と
い
う
琉
文
文
句
の
意
味
で
あ
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
道
生
は
『
妙
法
華
経
』
が
こ
の
よ
う
な
コ
善
」
を
勧
奨
し
、
こ
の
つ
善
」
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
仏
知
見
が
得
ら

れ
る
こ
と
を
表
明
す
る
経
典
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

道
生
は
「
此
の
経
は
大
乗
を
以
て
宗
と
為
す
。
云
々
」
の
琉
文
に
お
い
て
「
妙
法
華
経
」
の
三
示
」
が
「
大
乗
」
で
あ
る
と
明
言

す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
大
乗
と
は
平
等
大
慧
を
語
、
つ
」
の
で
あ
り
、
そ
の
「
平
等
大
慧
」
と
は
「
一
善
に
始
ま
り
極
慧
に
終
わ

る
。
是
れ
也
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
逆
に
見
れ
ば
、
少
し
の
善
行
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
も
仏
知
見
を
得
ち

こ
の
「
蓋
ロ
」



れ
る
こ
と
が
「
平
等
大
慧
」
で
あ
り
、
同
時
に
「
大
乗
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
道
生
は
「
妙
法
華
経
』
の
「
宗
」
を
少
し
の
善
行

の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
も
仏
知
見
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
「
実
」
の
面
か
ら
見
た
『
妙
法
華
経
」

は
仏
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
善
」
の
菌
か
ら
見
た
「
妙
法
華
経
」
は
普
通
の
人
間
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
道
生
に
よ
る
「
妙
法
華
経
」
の
捉
え
方
は
、
後
代
に
お
い
て
注

E
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
い
わ
喚
る
十
如
是
を
道
生
が

つ
ら
な

「
匙
の
十
一
事
は
縁
り
て
万
善
を
語
る
也
」
(
言
祝
蔵
」
三
九
九
左
下
七
行
)
と
述
べ
て
十
如
是
を
「
十
一
事
」
で
あ
る
と
捉
え
、
さ

ら
に
こ
の
「
十
一
事
」
が
「
万
善
を
語
る
」
も
の
で
あ
る
、
と
捉
え
る
捉
え
方
に
も
通
じ
よ
う
。
こ
の
「
十
一
事
」
は
大
き
な
問
題

で
あ
る
の
で
、
他
日
の
課
題
と
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
道
生
は
衆
生
の
仏
の
た
め
の
行
為
を
「
善
」
で
あ
る
と
捉
え
る
だ
け
で
な
く
、
い
わ
ゆ
る
三
乗
を
も
「
善
」
、
す
な
わ

ち
善
行
、
で
あ
る
と
捉
え
る
。
こ
の
こ
と
は
「
序
品
」
経
文
「
諸
の
善
男
子
よ
、
過
去
無
量
無
辺
不
可
思
議
阿
僧
祇
劫
の
如
き
、
爾

い
ま

の
時
に
仏
有
す
。

E
丹
澄
明
如
来
・
応
供
・
正
遍
知
・
明
行
足
・
善
逝
・
世
間
解
・
無
上
士
・
調
御
丈
夫
・
天
人
師
・
仏
・
世
尊
と

号
け
た
て
ま
つ
る
。
正
法
を
演
説
し
た
も
う
に
、
初
善
・
中
善
・
後
善
な
り
」
中
の
「
初
善
・
中
善
・
後
善
」
(
大
正
九
、
三
下
二

一
行
。

A
M
W
)

を
解
釈
す
る
つ
ぎ
の
疏
文
に
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。

(
引
用
五
)
「
初
善
」
は
声
関
を
語
い
、
「
中
善
」
は
辞
支
を
語
い
、
「
後
善
」
は
菩
薩
を
語
、
っ
。
次
い
で
三
乗
の
人
を
列
し
て

其
の
事
を
出
す
也
。
(
『
続
蔵
」
三
九
九
十
七
上
六
行
)

こ
の
よ
う
に
道
生
は
三
乗
そ
れ
ぞ
れ
を
「
善
」
で
あ
る
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
本
論
考
の
テ
i
マ
と
は
直
接
に
関
係
し
な
い
が
、

こ
の
文
は
同
時
に
、
道
生
が
声
問
、
辞
支
払
、
菩
薩
を
三
乗
の
そ
れ
ぞ
れ
を
奉
ず
る
者
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
を
明
確
に
示
打
。

「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
(
鳥
居
)

一
四
五



「
諸
法
の
実
椙
」
の
意
味
(
鳥
居
)

一
空
(

「
次
い
で
三
乗
の
入
を
列
し
て
」
と
あ
る
通
り
、
「
妙
法
華
経
」
に
お
い
て
は
「
初
善
・
中
昔
窓
口
・
後
輩
口
」
の
す
ぐ
後
の
箇
所
に
声
関
、

辞
支
仏
、
菩
寵
の
三
者
を
出
村
。
本
引
用
疏
文
に
よ
れ
ば
三
乗
と
は
声
問
、
辞
支
仏
、
菩
覆
に
よ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
善
行
で
あ
る
こ
と

に
な
る
。

さ
て
「
善
」
の
視
点
か
ら
、
こ
の
三
乗
の
「
善
」
と
さ
き
の
普
通
の
人
間
に
よ
る
「
一
豪
の
一
善
」
と
の
二
種
類
の
「
善
」
を
見

出
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
再
者
は
ど
の
よ
う
な
関
採
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
こ
の
再
者
が
先
述
し
た
、
「
一
善
」
を
出

発
点
と
し
仏
慧
を
到
達
点
と
す
る
道
程
の
隷
上
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
た
い
。
「
此
の
経
は
大
乗
を
以
て
宗
と
為
す
。

云
々
」
の
疏
文
(
「
引
居
三
」
)
に
お
い
て
一
不
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
妙
法
華
経
』
自
体
が
「
一
善
」
を
出
発
点
と
し
仏
慧
を
到
達
点
と

す
る
道
程
を
説
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
「
妙
法
華
経
』
が
三
乗
を
奉
ず
る
者
た
ち
の
成
仏
を
説
く
こ
と
を
考
』
由
閉
山
す
る
な
ら

、
ば
、
当
然
こ
の
道
程
に
三
乗
の
実
践
も
点
在
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
妙
法
華
経
」
が
提
示
す
る
こ
の
道

程
に
は
あ
ら
ゆ
る
善
行
が
点
在
す
る
こ
と
に
な
り
¥
「
妙
法
華
経
」
は
こ
の
道
程
上
の
あ
ら
ゆ
る
善
行
が
仏
知
見
に
至
る
こ
と
を
説

く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
辻
ず
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
本
節
冒
頭
で
得
た
「
諸
法
の
実
相
の
義
」
の
意
味
を
想
起
し
て
み
た
い
。
「
諮
法
の
実
相
の
義
」
は
「
妙
法
華

経
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
道
生
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
c

そ
れ
ゆ
え
こ
の
「
妙
法
華
経
」
の
主
張
を

「
諸
法
の
実
相
の
義
」
と
対
比
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
実
相
」
が
「
弘
知
晃
」
で
あ
る
こ
と
を
考
憲
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
「
諸

法
の
実
相
の
義
」
の
意
味
は
「
諸
法
は
仏
知
見
に
至
る
、
と
い
う
義
」
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
「
諸
法
」
は
「
い
ろ
い
ろ
な

善
行
」
あ
る
い
は
「
あ
ら
ゆ
る
善
行
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ま
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
あ
ら
ゆ
る
善
行
」
を
採
用
し
た
い
。
こ
こ

に
道
生
の
捉
え
る
「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
は
「
あ
ら
ゆ
る
善
行
は
仏
知
見
に
至
る
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
諸
法
の
実
桔
」
の
音
山
'
味
は
、
「
妙
法
華
経
」
が
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
道
生
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
「
一
善
」
を
軸
に

し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
結
論
に
誌
ぼ
問
題
は
蕪
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
後
代
の
妙
法
華
教
理
の
変
遷



を
考
え
る
と
き
こ
の
「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
は
慎
重
を
期
し
て
解
明
さ
れ
る
べ
き
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
つ
ぎ
に
亘
己

を
軸
に
し
た
方
法
と
は
異
な
っ
た
方
法
に
よ
っ
て
道
生
の
捉
え
る
「
諸
法
の
実
桔
」
の
意
味
を
確
認
し
て
み
た
い
。
す
で
に
「
実
梧
」

の
意
味
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
に
は
「
法
花
経
琉
」
に
お
け
る
「
諸
法
」
と
い
う
語
の
意
味
の
解
明
を
自
指
す
こ
と
に
な

る。

/ー¥

一一、ー_/

『
経
琉
」
内
の
「
諸
法
」
か
ら
の
規
点

道
生
は
『
経
疏
」
に
お
い
て
「
「
諸
法
」
と
は
云
々
」
と
い
っ
た
注
釈
を
し
な
い
。
道
生
の
患
い
る
「
諸
法
」
の
意
味
を
明
ら
か

に
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
唯
一
の
疏
文
は
、
奇
し
く
も
「
方
梗
品
」
初
め
の
経
文
「
舎
利
弗
よ
、
如
来
は
諮
く
種
種
に
分
別
し
、
巧

み
に
諸
法
を
説
く
。
言
辞
は
柔
軟
に
し
て
、
衆
の
心
を
悦
可
せ
し
む
。
」
(
「
大
正
」
九
、
五
下
六
行
。

A
m∞
)
を
注
釈
す
る
つ
ぎ
の

文
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
文
が
間
引
用
す
る
経
文
中
の
「
諸
法
」
は
文
張
的
に
晃
て
本
品
初
出
の
「
諸
法
の
実
相
」
の
「
諸
法
」

と
き
わ
め
て
緊
密
な
関
係
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
足
。

そ
む

[
引
用
六
]
「
種
種
に
分
別
し
巧
み
に
諸
法
を
説
く
」
と
は
。
既
に
方
は
無
し
と
云
う
。
其
の
辞
は
理
に
希
く
に
似
る
。
当
に

又
、
須
く
更
に
三
乗
の
異
を
明
か
す
べ
し
。
之
れ
を
「
麓
撞
に
」
と
謂
う
。
三
を
以
て
一
を
表
わ
す
。
之
れ
を
「
巧
み
に
説
く
」

と
語
、
っ
。
万
辞
は
当
を
同
じ
く
し
、
更
に
異
味
は
無
し
。
彼
に
頗
い
逆
う
こ
と
無
し
。
之
れ
を
「
衆
の
心
を
悦
可
せ
し
む
」
と

謂
う
。
向
き
に
内
解
を
明
か
し
、
此
こ
に
外
化
を
明
か
す
。
(
『
続
議
」
三
九
九
左
上
一
七
行
)

冒
頭
の
「
既
に
方
は
無
し
と
云
う
」
は
、
こ
れ
よ
ち
前
の
疏
文
を
承
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
疏
文
は
経
文
文
匂
「
宣
し
き

「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
(
鳥
居
)

Eヨ
→= 



「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
(
鳥
居
)

区ヨ
ノ又

に
随
っ
て
説
く
所
」
(
「
大
正
」
九
、
五
中
二
九
行
。

A
俗
)
の
「
宜
し
き
に
鑓
っ
て
」
を
注
釈
す
る
文
「
病
に
万
端
有
れ
ば
、
教
に

必
ず
方
は
無
し
」
(
「
続
蔵
」
三
九
九
左
上
二
一
行
)
で
あ
る
。
窺
-
一
気
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
応
じ
た
治
療
に

辻
こ
れ
と
い
っ
た
定
ま
っ
た
も
の
が
無
い
、
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
承
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
続
く
「
其

そ
む

の
辞
は
理
に
悉
く
に
叡
る
」
は
、
説
法
の
言
葉
も
相
手
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
発
せ
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
言
葉
だ
け
に
注
意
す
れ
ば

「
理
」
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
趣
旨
に
な
ろ
う
c

さ
ら
に
続
く
文
「
当
に
又
、
須
く
更
に
三
乗
の
異
を
明

か
す
べ
し
」
辻
、
(
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
の
こ
と
辻
)
当
熱
、
三
乗
の
違
い
を
明
か
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
を
「
之
れ
を
「
種

種
に
」
と
語
、
つ
」
の
で
あ
る
と
道
生
は
捉
え
る
。
こ
こ
に
お
い
て
道
生
は
、
経
文
文
句
「
種
種
に
分
別
」
す
る
こ
と
を
「
三
乗
の
異

を
明
か
す
」
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
種
種
に
分
別
」
さ
れ
る
も
の
と
は
、
道
生
が
経
文
と
し
て
引
用
す
る
中
の
「
諸
法
」

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
疏
文
は
「
三
を
以
て
一
を
表
わ
す
。
之
れ
を
「
巧
み
に
説
き
」
と
語
、
っ
」
と
述
べ
る
。
「
三
を
以
て
一
を
表
わ
す
」
と
は
、

三
を
説
き
な
が
ら
一
を
説
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
文
献
の
流
れ
か
ら
見
て
「
三
」
と
は
「
三
乗
」
の
こ
と
で

あ
り
、
「
一
」
と
辻
「
一
乗
」
で
あ
る
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
本
引
用
琉
文
の
す
ぐ
後
の
疏
文
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

こ
の
疏
文
は
「
既
に
三
乗
の
不
実
を
明
か
す
。
次
に
応
に
明
か
す
べ
き
は
是
れ
一
乗
な
り
」
と
述
べ
る
文
で
為
る
(
『
続
蔵
」
三
九
九

左
下
二
行
)
。
こ
こ
で
は
三
乗
と
一
乗
と
が
対
量
さ
れ
て
い
る
む
そ
れ
ゆ
え
仏
法
、
三
乗
を
説
き
な
が
ら
一
乗
を
説
い
て
い
る
。
そ

の
こ
と
が
マ
巧
み
に
諸
法
を
説
く
」
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
道
生
は
経
文
文
句
「
巧
み
に
諸
法
を
説
く
」
こ
と
を
「
三
乗

と
い
う
諸
法
を
説
き
な
が
ら
一
乗
を
説
く
」
こ
と
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
道
生
は
「
諸
法
」
の
意
味
内

容
を
「
三
乗
」
で
あ
る
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「
三
乗
」
詰
「
善
行
」
で
あ
る
と
道
生
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
ゆ
え
経
文
「
種
種
に
分
別
し
巧
み
に
諸
法
を
説
く
」
に
お
け
る
「
諸
法
」
は
三
乗
と
い
う
善
行
を
指
し
示
し
て
い
る
と
云
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
乗
と
い
う
善
行
は
と
れ
ノ
あ
え
ず
三
種
類
の
善
行
で
あ
る
と
云
え
よ
う
が
、
三
乗
人
中
の
菩
薩
が
い
わ
ゆ
る



普
通
の
人
間
を
含
む
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
三
種
類
の
善
行
は
文
字
通
り
さ
き
に
得
た
結
論
で
あ
る
「
あ
ら
ゆ
る
善
行
」
で
あ

る
と
云
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
果
た
し
て
道
生
は
菩
薩
が
普
通
の
人
間
を
含
む
「
衆
生
」
で
あ
る
と
捉
え
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

「
妙
法
華
経
」
に
お
い
て
菩
薩
に
つ
い
て
の
実
質
的
教
説
が
始
ま
る
の
は
「
法
師
品
」
以
降
で
あ
る
。
道
生
も
『
経
琉
」
に
お
い

て
「
法
師
品
」
以
降
で
菩
露
に
つ
い
て
多
く
を
採
ち
あ
、
げ
る
。
道
生
が
菩
寵
を
普
通
の
人
間
を
含
む
「
衆
生
」
で
あ
る
と
捉
え
る
こ

と
を
示
唆
す
る
文
は
「
従
地
涌
出
品
」
に
関
す
る
琉
文
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
は
同
品
の
経
文
「
止
め
よ
、
善
男
子
よ
。

も

ち

お

の

ず

か

汝
等
の
此
の
経
を
護
持
す
る
こ
と
を
須
い
ず
。
所
以
は
侮
ん
。
我
が
姿
婆
世
界
に
自
ら
六
万
恒
湾
沙
等
の
菩
薩
摩
-
詞
薩
有
り
。
云
々
」

(
「
大
正
」
九
、
三
九
下
二
四
行
。

3
捌
)
を
注
釈
す
る
部
分
で
あ
る
。
同
品
の
言
頭
に
お
い
て
、
他
方
の
国
土
か
ら
集
ま
っ
た
「
菩

薩
・
摩
詔
薩
の
八
恒
河
沙
の
数
に
過
ぎ
た
る
」
(
「
大
正
」
九
、
三
九
下
一
九
行
。
B
m
m
)
が
仏
の
滅
後
に
こ
の
裟
婆
世
界
で
「
妙
法

華
経
」
を
弘
め
る
こ
と
を
仏
に
申
し
出
る
の
で
あ
る
が
、
仏
は
そ
の
申
し
出
を
断
わ
る
。
そ
の
翫
わ
る
と
き
の
仏
の
言
葉
が
い
ま
の

経
文
で
あ
る
。
そ
れ
を
道
生
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
注
釈
す
る
。

[
引
用
七
]
「
止
め
よ
。
汝
等
を
須
い
ず
」
と
は
。
「
止
め
よ
」
の
所
以
辻
、
六
万
の
菩
寵
を
出
さ
ん
が
為
な
り

0

・
:
(
中
略
)
・
・

法
の
滅
尽
せ
ん
と
欲
す
る
設
に
自
ら
志
に
護
る
を
須
む
べ
し
。
故
に
勧
言
有
り

G

以
て
其
の
情
を
篤
く
す
る
耳
。
然
る
に
衆
生

に
悉
く
大
悟
の
分
の
有
れ
ば
、
皆
、
是
れ
権
の
菩
薩
な
ら
ざ
る
こ
と
は
莫
し
。
時
れ
、
護
る
こ
と
非
ざ
る
こ
と
無
し
。
(
「
続
蔵
」

四
O
九
右
下
二
ハ
行
)

中
段
か
ら
後
段
に
か
け
て
道
生
は
、
「
衆
生
に
悉
く
大
悟
の
分
」
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
彼
ら
は
必
ず
「
権
の
菩
薩
」
で
あ

る
と
述
べ
る
。
「
権
の
菩
輩
」
と
ほ
「
か
り
の
菩
麓
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
今
は
菩
護
で
誌
な
い
が
将
来
泣
菩
薩
に
な
る

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
大
慢
の
分
」
は
逐
語
的
に
云
え
ば
「
梧
り
の
体
得
の
可
能
性
」
と
言
い
表
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
(
烏
岩
)
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「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
(
鳥
居
)

一
五
(
)

内
容
的
に
は
仏
性
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
妙
法
華
経
」
の
特
徴
的
立
場
で
あ
る
「
一
仏
乗
」
に
は
理
念
と
し
て
仏
性
思

想
を
含
む
と
は
平
出
彰
薄
士
が
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
料
、
道
生
辻
「
法
華
経
」
と
の
つ
な
が
り
を
有
す
る
大
乗
「
理
繋
経
」

に
説
か
れ
る
悉
有
仏
性
思
想
を
用
い
て
「
妙
法
華
経
」
を
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
指
損
さ
れ
て

い
る
。
衆
生
に
仏
性
が
あ
る
か
ら
こ
の
仏
性
が
開
発
さ
れ
れ
ば
仏
に
近
づ
い
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
仏
に
近
づ
く
た
め
に
は

菩
寵
の
実
践
に
よ
る
仏
性
の
開
発
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
仏
性
の
開
発
が
進
ん
で
い
な
い
衆
生
は
将
来

に
お
い
て
必
ず
菩
薩
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
衆
生
は
将
来
の
菩
薩
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
衆
生
よ
り
成
る
菩
薩
が
本
引
用

疏
文
に
お
い
て
「
六
万
の
菩
護
」
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
菩
薩
が
衆
生
で
あ
り
、
普
通
の
人
間
を
含
む
も
の
で
あ
る
と

い
う
視
点
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
視
点
は
道
生
の
捉
え
る
=
一
乗
人
中
の
菩
寵
が
普
通
の
人
関
を
も
含
む
こ
と
を
知
ら
し
め
る
。
し

た
が
っ
て
三
乗
に
よ
る
善
行
で
あ
る
「
諸
法
」
は
「
あ
ら
ゆ
る
善
行
」
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
道
生
は

「
種
種
に
分
別
し
巧
み
に
諸
法
を
説
く
」
と
い
う
程
文
中
の
「
諸
法
」
を
「
あ
ら
ゆ
る
善
行
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
と
理
解
し
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
経
文
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
方
便
日
間
」
初
出
の
「
諸
法
の
実
相
」
の
「
諸
法
」
と
文
探
的
に

密
接
な
つ
な
が
与
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
た
「
諸
法
」
の
意
味
に
基
づ
く
「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
は
、
さ
き
の
道
生
の
捉
え
る
『
妙
法
華
経
』

の
「
一
善
」
の
視
点
か
ら
検
討
し
て
得
た
「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
に
問
題
の
な
い
こ
と
を
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る
c

四

幸吉
三とト
員間

「
諸
法
の
実
栢
」
の
「
諸
法
」
が
「
あ
ら
ゆ
る
善
行
」
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
二
本
論
考
の
課
題
」
で

掲
げ
た
二
つ
の
琉
文
が
注
釈
す
る
「
諸
法
の
実
相
」
は
「
あ
ら
ゆ
る
善
行
は
仏
知
見
に
至
る
こ
と
」
を
そ
の
意
味
と
す
る
と
判
断
し



て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
こ
の
二
麓
文
の
第
二
番
目
の
琉
文
が
注
釈
し
て
い
た
「
方
便
品
」
初
め
の
経
文
「
唯
、
仏
と
仏
と
の

み
乃
し
能
く
諸
法
の
実
桔
を
究
め
尽
く
せ
ば
な
り
」
を
道
生
が
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
た
の
か
、
そ
れ
を
い
ま
得
た
結
論
に
基
づ
い

て
こ
の
経
文
の
達
意
的
現
代
語
訳
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

(
町
出
馬
八
)
た
だ
仏
と
仏
と
が
ま
こ
と
に
、
あ
ら
ゆ
る
善
行
は
み
な
仏
知
見
に
至
る
と
い
う
こ
と
を
、
究
め
尽
く
す
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。

以
上
で
本
論
考
の
考
察
部
分
を
終
え
る
。

五

お
わ
り
に

誤
ら
れ
た
紙
幅
の
な
か
で
道
生
の
捉
え
る
「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
を
詳
し
く
論
じ
る
技
量
を
持
た
な
い
た
め
、
謀
略
な
議
論
で

終
わ
っ
た
観
が
あ
る
が
、
最
低
限
必
要
な
議
論
と
結
論
と
は
提
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
結
論
を
、
道
生
の
「
法
花
経
疏
」
か
ら
「
妙
法
華
経
」
へ
と
拡
大
し
た
視
野
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
号
、
将
来
的

な
課
題
と
を
る
興
味
あ
る
事
態
が
浮
か
ん
で
く
る
よ
う
で
あ
る
。
い
ま
そ
れ
を
述
べ
て
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
方
便
品
」
に
お
け
る
「
諸
法
の
実
相
」
を
道
生
の
捉
え
方
に
依
っ
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
捉
え
方
は
坂
本
幸
男
博
士
が
こ

の
品
の
要
約
の
中
で
述
べ
ら
れ
る
こ
の
品
の
昌
的
、
す
な
わ
ち

〔
引
用
九
]
こ
の
品
の
狸
い
は
、

凡
て
の
衆
生
を
し
て
仏
智
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
の
が
、
諸
仏
の
誓
願
で
あ
る
こ
と
を
力
説

「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
(
鳥
居
)

豆王



「
諸
法
の
実
梧
」
の
意
味
(
鳥
居
)

ヨ王

す
る
に
あ
る
。
(
坂
本
幸
男
・
岩
本

裕
訳
注
「
法
華
経

下
」
岩
波
書
臣
、
昭
和
田
二
年
〔
一
九
六
七
年
〕
西
一
五
頁
)

お
よ
び[

引
尾
一

O
〕
一
一
一
乗
に
よ
る
成
仏
は
出
家
者
の
或
仏
で
あ
る
が
、
こ
の
小
善
或
弘
辻
在
家
者
の
成
仏
で
あ
る
。
却
ち
布
施
・
持

戒
等
の
道
徳
的
行
為
、
舎
利
供
養
、
仏
塔
の
造
営
、
仏
橡
仏
画
の
作
成
、
華
香
音
楽
の
供
養
、
仏
徳
の
讃
歎
、
合
掌
低
頭
に
よ

る
礼
拝
、
高
無
仏
と
称
え
る
こ
と
、
或
は
法
を
開
く
こ
と
等
に
よ
っ
て
も
皆
成
仏
す
る
と
な
し
、
し
か
も
そ
の
成
仏
は
諸
仏
の

本
顕
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
:
・
(
後
略
)
・
:
(
同
盟
一
六
頁
)

と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
の
要
旨
、
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
者
が
成
仏
す
る
こ
と
、
と
見
事
に
符
合
す
る
の
で
あ
る
。
坂
本
博
士
は
三
乗
の

成
仏
と
在
家
者
の
成
仏
と
を
二
つ
に
分
け
て
説
明
さ
れ
る
が
、
道
生
に
よ
れ
、
試
「
妙
法
華
経
」
は
こ
れ
ら
を
二
つ
に
分
け
ず
同
じ
一

つ
で
あ
る
と
す
る
も
の
、
で
あ
る
と
捉
え
る
c

さ
き
に
掲
げ
た
「
方
便
品
」
初
め
の
「
諸
法
の
実
相
」
の
「
諸
法
」
は
、
伝
統
的
あ

る
い
は
通
念
的
に
、
「
森
羅
万
象
」
を
指
す
が
如
く
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
西
北
イ
ン
ド
・
中
央
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
広
く

深
く
通
じ
た
鳩
牽
羅
行
の
教
導
を
亘
接
に
受
け
た
竺
道
生
の
「
諸
法
」
は
そ
の
よ
う
に
抽
象
的
な
も
の
で
な
く
、
一
一
語
具
体
的
で
個

性
的
な
「
あ
ら
ゆ
る
善
行
」
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
こ
の
道
生
の
捉
え
る
「
諸
法
」
が
「
法
華
経
」
の
原
意
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
考

え
、
こ
の
考
え
を
叙
説
と
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
仮
説
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
従
来
は
『
妙
法
華
経
」
経
文
が
党
文
「
法
華
経
」
の
研

究
に
お
い
て
究
文
の
脇
に
付
記
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
道
生
よ
り
後
代
の
考
え
方
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
事
態
と

は
別
に
、
道
生
の
「
法
花
経
疏
」
を
参
考
に
し
つ
つ
「
妙
法
華
経
』
を
『
妙
法
華
経
」
自
身
の
言
葉
に
沿
っ
て
理
解
・
研
究
す
る
と

い
う
新
し
い
事
態
が
視
界
に
入
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
方
愛
品
」
始
め
の
「
諸
法
の
実
相
」
に
続
く
い
わ
ゆ
る
十
如
是
も



こ
の
新
し
い
事
惑
の
中
で
は
、
仏
の
立
場
で
あ
る
「
実
相
」
を
中
心
に
説
く
も
の
で
な
く
「
善
行
」
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
驚
く
べ
き
視
点
が
発
見
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
視
点
は
今
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
論
究
し
、
そ
の
結
果
を
提
示
し
て
い
き

，
-
E
C
 

J

人
し「

法
華
経
」
は
初
期
大
乗
仏
典
の
一
つ
で
あ
り
、
初
期
大
乗
仏
典
に
辻
ひ
た
む
き
な
実
践
と
信
掬
と
が
説
か
れ
る
と
さ
れ
話
。
筆

者
は
、
そ
の
よ
う
に
豊
か
な
宗
教
性
を
存
分
に
引
き
継
い
で
い
る
は
ず
で
あ
る
「
妙
法
華
経
』
の
真
倍
が
こ
の
新
し
い
事
患
の
中
で

顕
現
し
て
く
る
と
考
え
、
期
待
も
し
た
い
。

言主(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

そ

む

も

と

「
若
し
我
が
一
前
説
、
一
経
義
に
反
か
、
ほ
、
現
身
に
却
ち
、
罵
疾
を
表
わ
さ
ん
こ
と
を
請
む
。
若
し
実
相
と
相
違
せ
ざ
ら
ば
、
捨
寿
の
持
に
諦

子
座
に
挺
せ
ん
こ
と
を
願
う
」
(
『
出
三
蔵
記
集
」
、
『
大
正
』
五
五
、

一
一
一
上
一
二
行
)

「
出
三
蔵
記
集
」
中
の
道
生
伝
(
『
大
正
」
五
五
、

一一

O
下一

O
行
)

『
(
梁
)
高
稽
缶
」
中
の
道
生
伝
(
『
大
正
」
五

O
、
三
六
大
中
二

O
行
)

拙
論
「
控
一
道
生
撰
『
法
花
経
疏
』
に
お
け
る
『
実
」
と
『
実
相
」
」
『
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
研
究
紀
要
」
(
第
三
号
、
二

0
0
0
年
)

一
七
六
j

一
七
九
頁
。

白
土
わ
か
「
『
実
梧
」
訳
語
考
i
鳩
摩
窪
什
を
中
心
に
i
」
『
大
谷
学
報
」
(
第
三
十
七
巻
第
三
号
、
昭
和
三
二
年
[
一
九
五
七
年
〕
)
。

筆
者
が
「
諸
法
の
実
相
」
の
よ
う
に
「
諸
法
」
と
「
実
相
」
と
を
分
け
て
表
記
す
る
理
自
は
鳩
牽
羅
什
が
最
も
構
力
を
注
い
で
翻
訳
し
た

一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
『
大
智
度
論
」
に
お
い
て
「
諸
法
之
実
棺
」
と
い
う
表
現
が
存
在
す
る
こ
と
(
錦
、
『
大
正
』
二
五
、
六
一

中
一
五
行
)
、
さ
ら
に
「
実
相
」
が
「
諸
法
」
と
全
く
切
り
離
さ
れ
た
形
で
「
般
若
波
羅
蜜
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
表
現
が
多
々
存

在
す
る
か
ら
で
為
る
(
錦
、
「
今
為
殻
若
設
羅
蜜
実
相
従
心
求
{
疋
」
、
「
大
正
』
二
五
、

一
九
六
中
一
入
行
)
。

「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
(
鳥
居
)

三E



「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
(
嘉
居
)

豆王
立玉ヨ

(
7
)
 
羽
渓
了
詩
「
最
初
の
法
華
経
疏
」
士
ハ
条
学
報
』
第
一
回
二
号
(
大
正
二
年
[
一
九
二
二
年
)
)
。
道
生
は
「
序
品
」
に
関
す
る
疏
文
に
お
い

て
「
妙
法
華
」
を
三
段
に
分
け
る
考
え
方
を
開
示
す
る
(
『
続
蔵
」
三
九
七
右
上
一
回
行
)
。
そ
の
三
段
と
は
(
一
)
「
序
品
」
か
ら

楽
行
品
」
ま
で
の
十
三
品
が
、
三
富
を
一
一
出
に
す
る
、
士
乙
「
鴻
出
品
」
か
ら
「
嘱
累
品
」
ま
で
の
入
品
が
三
果
を
述
べ
る
、
(
三
)
「
薬

一一寸

安

王
菩
薩
本
事
口
問
」
か
ら
「
普
賢
菩
薩
勧
発
品
」
ま
で
の
六
品
が
、
三
人
を
な
ら
し
て
一
人
に
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
理
渓
博
士
は
、

こ
の
三
設
分
割
の
影
響
が
光
宅
寺
の
法
雲
撰
の
「
法
華
義
記
』
に
見
ら
れ
る
と
推
論
さ
れ
(
間
四
二
頁
)
、
『
法
華
義
記
』
巻
三
に

顕

の
音

の
義
を
述
べ
て
い
る
」
な
ど
と
論
じ
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
科
段
の
思
想
の
淵
源
は
道
生
の
疏
に
発
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る

(同

回
二
頁
)
。

つ
ぎ
に
横
超
慧
日
「
緋
一
一
道
生
の
法
華
思
想
」
坂
本
幸
男
編
『
法
華
経
の
中
国
的
展
開
」
法
華
経
研
究
百
、
平
楽
寺
書
庖
、

一
九
七
二
年

[
昭
和
毘
七
年
]
。
本
論
文
に
お
い
て
横
超
薄
土
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
・
:
(
前
略
)
・
:
ま
し
て
中
国
の
思
想
史
と
い
う
観
点

か
ら
す
る
な
ら
ば
、
紛
一
一
道
生
こ
そ
は
、
法
華
経
を
中
心
に
展
開
し
た
南
北
朝
・
障
・
唐
時
代
の
仏
教
哲
学
に
対
し
そ
の
確
か
な
基
礎
を
お

い
た
も
の
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
く
、
慧
遠
・
羅
行
・
僧
叡
・
慧
観
何
れ
も
重
要
な
地
生
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
後
世
法
華
学
と
の

関
連
に
於
い
て
そ
の
果
た
し
た
役
暫
は
な
か
で
も
竺
道
生
を
以
て
特
筆
に
値
す
る
も
の
と
思
う
の
で
あ
る
。
」
(
民
一
七
一
一
貝
)
。

ま
た
、
坂
本
幸
男
「
法
華
経
の
教
理
i
特
に
『
十
如
是
」

の
解
釈
の
変
遷
に
つ
い
て
i
」
金
倉
冨
照
編
『
法
華
経
の
成
立
と
展
開
』
法

華
経
講
究
亜
、
平
楽
寺
書
窪
、

一
九
七

O
年
(
昭
和
四
五
年
]
。
坂
本
博
士
は
十
如
是
解
釈
の
変
遷
と
い
う
提
点
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
る
。
「
以
上
、
法
瑳
・
玄
暢
・
法
雲
の
三
師
の
十
如
是
観
に
対
し
、
天
台
は
諸
法
実
梧
を
諸
法
は
実
梧
、
実
相
は
諸
法
な
り
、

と
ヱ三

う
見
解
に
立
っ
て
、
議
し
く
批
判
を
加
え
て
い
る
。
:
・
(
中
略
)
・
:
更
に
又
、
法
瑳
・
玄
暢
・
法
雲
の
三
訴
は
、
十
如
是
が
凡
夫
に
渉
る

こ
と
に
つ
い
て
少
し
も
述
べ
て
い
な
い
が
、
若
し
も
凡
夫
に
十
都
是
が
及
ば
な
い
な
ら
ば
、
「
諸
法
」
と
い
う
文
字
は
無
用
に
な
り
、
又
、

実
相
が
一
一
切
法
に
遍
ね
か
な
い
な
ら
ば
、
実
相
の
地
に
別
に
法
が
存
在
す
る
と
い
う
不
合
理
を
犯
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
非
難
す
る

の
で
あ
る
。
唯
、
家
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
天
ム
ロ
が
道
生
の
読
を
数
々
引
罵
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
道
生
の
十
部
是
の
解
釈
を
一



(
8
)
 

(g) 

(
日
)

(
日
)

(ロ)
(
お
)

(
民
)

言
も
批
判
し
て
い
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
思
う
に
十
如
是
の
一
一
の
解
釈
は
道
生
と
天
台
と
詰
大
誌
に
お
い
て
一
致
す
る
の
み
な
ら

ず
、
道
生
辻
必
ず
し
も
明
白
で
は
な
い
が
、
万
善
と
云
っ
て
下
は
凡
夫
の
小
善
か
ら
上
は
仏
智
の
大
善
に
至
る
ま
で
に
お
い
て
十
如
是
を

論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
下
は
凡
夫
か
ら
上
は
仏
に
至
る
ま
で
に
つ
い
て
十
如
是
を
論
じ
た
こ
と
が
、
や
が
て
天
台
を

し
て
六
凡
酉
聖
の
十
法
界
に
つ
い
て
十
如
を
論
ず
る
に
至
ら
し
め
た
契
機
を
な
し
た
も
の
と
患
わ
れ
る
。
」
(
間
二
人
由
j
五
頁
)
。

こ
れ
は
岩
波
文
庫
版
「
法
華
経
」
の
巻
名
と
頁
数
と
を
示
す
。

A
、
B
、
C
は
そ
れ
ぞ
れ
上
巻
、
中
巻
、
下
巻
を
一
不
す
。
以
後
同
様
。

前
号
「
紀
要
』
に
お
い
て
こ
の
第
一
文
中
の
「
実
相
」
を
検
討
し
た
が
、
こ
の
検
討
さ
れ
た

「
実
相
」
が
「
諸
法
の
実
相
の
義
」
中
の

「
実
相
」
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
大
乗
の
実
相
」
中
の
「
実
桔
」
で
あ
る
の
か
議
述
が
明
確
で
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、
前
号
『
紀
要
』

に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
「
実
相
」
は
「
大
乗
の
実
相
」
中
の
「
実
相
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
追
記
し
て
お
き
た
い
。

道
生
の
『
法
花
経
疏
』
に
お
け
る
「
実
相
」
の
み
の
耳
切
究
な
ら
ば
、
小
林
正
美
「
佐
一
道
生
の
実
相
義
に
つ
い
て
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』

第
二
十
八
巻
第
二
号
、
昭
和
五
十
五
年
(
一
九
人
O
年
)
二
五
一
頁
以
下
、
が
あ
る
。
本
論
文
は
同
「
六
朝
傍
教
思
想
の
研
究
」
(
創
文
社
、

一
九
九
三
年
、

一
三
六
頁
以
下
)
に
攻
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
論
文
に
お
け
る
「
実
相
」
辻
磐
肇
撰
述
『
注
維
摩
詰
所
説
経
』

の

本
文
に
基
づ
い
て
議
論
さ
れ
て
お
り
、
「
法
花
経
疏
」
に
基
づ
い
た
「
実
相
」
研
究
で
あ
る
と
実
質
的
に
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
注
自
す
べ
き
こ
と
は
、
道
生
は
乗
名
と
そ
の
乗
を
実
設
す
る
人
と
を
分
け
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
声
関
乗
」
「
辞
支
仏
乗
」

「
菩
藍
乗
」
を
ど
の
表
現
は
『
経
琉
」
全
巻
を
通
覧
し
て
も
見
出
せ
な
い
。

「
為
求
声
関
者
。
説
志
四
諦
法
。
度
生
老
靖
死
究
寛
浬
襲
。
為
求
辞
支
仏
者
。
説
応
十
二
因
縁
法
。
為
諸
菩
薩
説
応
六
設
羅
蜜
。
」
(
『
大
正
」

九
、
三
下
二
二
行
。

A
鈎)。

こ
の
議
論
に
よ
っ
て
得
る
道
生
の
三
乗
の
捉
え
方
を
拝
し
広
げ
る
な
ら
ば
、

一
仏
乗
と
は
こ
の
道
程
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
「
諸
法
」
は
『
妙
法
華
」
「
方
便
品
」
初
め
に
お
い
て
「
諸
法
の
実
相
」
が
現
わ
れ
る
笛
所
よ
り
数
行
請
に
現
わ
れ
る
。
こ
の

「諸

法
」
は
、
「
諸
法
の
実
穂
」
の
「
諸
法
」
と
の
位
置
的
近
接
性
だ
け
で
な
く
、
文
脹
的
近
護
性
を
も
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
鳩
摩
羅
什
と
そ

の
優
秀
な
弟
子
た
ち
が
鋭
意
努
力
し
、
文
法
的
に
も
惨
辞
的
に
も
整
っ
た
漢
文
を
作
っ
て
い
た
と
い
う
状
況
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
両
方
の

「
諸
法
の
実
椙
」
の
意
味
(
鳥
居
)

三E
三E



(
お
)

(
日
)

(ロ)
(
認
)

「
諸
法
の
実
相
」
の
意
味
(
鳥
居
)

三E-/、

「
諸
法
」
が
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
を
持
つ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
る
沼
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
も
し
異
な
る
意
味
を
持
っ
と
す
る

主
張
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
道
生
よ
り
後
代
の
論
師
の
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

平
山
彰
「
法
華
経
に
お
け
る
『
一
乗
』
の
意
味
」
金
倉
彊
東
福
『
法
華
経
の
或
立
と
麗
爵
』
(
平
楽
寺
書
窓
、
昭
和
西
五
年
[
一
九
七
O
年
]
)

五
六
五
頁
以
下
。
こ
の
論
文
は
そ
の
後
、
『
平
間
彰
著
作
集

第
六
巻

初
期
大
乗
仏
教
と
法
華
思
想
」
(
春
秋
社
、

一
九
人
九
〔
平
成
元
〕

年
)
の
三
八
五
夏
以
下
に
絞
め
ら
れ
て
い
る
。
本
論
考
に
お
け
る
当
該
論
述
詰
こ
の
『
著
作
集
』
三
九
八
頁
に
克
出
せ
る
。

具
体
的
に
は
「
従
地
語
出
品
」
の
経
文
「
二
の
菩
薩
に
各
、
六
万
恒
河
沙
の
春
麗
有
り
。
是
の
諾
入
等
、
能
く
設
が
滅
後
に
於
て
護
持

し
、
読
請
し
、
批
の
経
を
広
く
説
け
ば
な
り
。
仏
、
是
れ
を
説
き
た
も
う
時
、
姿
婆
世
界
の
三
子
大
干
の
国
土
、
地
皆
震
裂
し
て
、
其
の

中
に
於
て
舞
量
千
万
億
の
菩
薩
摩
蔀
薩
春
、
り
て
需
持
に
踊
出
せ
り
」
(
大
正
九
、
三
九
下
二
六
行
。

B
脳
)
を
注
釈
す
る
読
文
の
直
後
の

読
文
に
お
け
る
「
倍
分
」
が
先
学
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
琉
文
は
「
『
六
』
は
六
道
を
請
い
、
『
恒
沙
」
は
多
を
語
い
、
『
地
」

は
結
穫
を
謂
う
。
衆
生
の
梧
分
は
、
結
穫
の
下
に
在
り
。
『
下
方
の
空
中
に
註
す
』
辻
、
空
理
に
在
る
也
。
『
地
裂
け
て
出
づ
」
と
は
、
衆

お
し
岩

生
の
悟
分
は
蔽
う
こ
と
得
可
か
ら
ず
し
て
、
必
ず
結
な
る
地
を
破
し
て
護
法
に
出
づ
る
を
明
か
す
。
」
(
『
続
蔵
」
四

C
九
左
上
五
行
)
で

あ
る
。
こ
の
「
梧
分
」
に
つ
い
て
横
超
博
士
は
前
引
用
論
文
「
竺
道
生
の
法
華
思
想
」

一
六
O
頁
に
お
い
て
こ
の
語
が
「
一
切
衆
生
悉
有

仏
性
」
の
意
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
と
指
模
さ
れ
る

G

な
お
、
道
生
が
「
諸
法
」
の
「
法
」
を
善
行
で
あ
る
と
捉
え
る
そ
の
捉
え
方
は
、
「
妙
法
華
経
』
の
「
法
」

の
意
味
画
定
に
一
石
を
投
じ

る
も
の
で
辻
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
法
華
経
』
の
「
法
」
の
意
味
に
い
ま
だ
解
明
す
べ
き
点
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
平
山
川
彰
薄
士
の
指
摘
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
川
彰
・
握
山
雄
一
・
高
崎
直
道
編
『
講
座
大
乗
仏
教
4

法
華
思
想
』
(
春
秋
社
、
昭
和
五
八
年
[
一
九
八

年
〕
呂
田
頁
参
照
。

平
川
彰
・
梶
山
雄
一
・
高
崎
亘
道
轟
『
講
座
大
乗
仏
教
1

大
乗
仏
教
と
は
何
か
』
(
春
秋
社
、
昭
和
五
六
年
)
二
j
六
頁
。
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Summary 

The meaning of zhufa shixiang (諸法実相)

depicted in Zhu Dao-sheng's Commentary 

on the Lotus Sutra. 

「
諸
法
の
実
相
」

Tatsuhisa Torii 
の
意
味
(
鳥
岩
)

Dao-sheng' s Zhu This paper is the last in the series of study on 

papers The previous and shixiang (実相). interpretation of shi (実)

of ICABS 

discussed and eluciお tedthe meanings of shi and shixiang. Theconclusion 

was that whenever shi or shixiαng was employed in 

Journal of this and three two which appeared in number 

Buddhological a 

and a umque used in sense， it meant ‘Buddha's wisdom.' They were 

characteristic manner in Dao-sheng's Commentary on theChineseversion 

of the Lotus Sutra. This conclusion 1eft zhujα(諸法)as a subject to 

be clarified in this current paper. 

By surveying and comparing the related texts of the Commentary， 

a conclusion can be reached that zhujα， when used in close relation with 

of 

IS zhufa shixiαng which also 

thought by Zhu Dao-sheng to be“all kinds of meritorious actions that 

The meaning 

therefore， 

actions. " 

the Lotus Sutrα， 

“all kinds of meri torious 

ln appears 

shixiαng， means 

enable one to reach the Buddha's wisdom." 

Considering Dao-sheng's close relationship with Kumarajiva， who 

is considered a great master of Buddhism in northwest India and Central 

Asia， Dao-sheng' s interpretation of zhufiαshixiαng may well reflect the 

original idea of the Lotus Sutra and would seem to fit better into the 

overall structure of the Chinese version of the Lotus Sutrα. 
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