
法
華
本
門
仏
と
自
然
覚
了
仏

花

野

充

道

早

稲

田

大

学

一

自
然
と
創
造
神

自
然

と
い
う
語
を
思
想
内
容
と
す
る
論
文
を
書
く
場
合
、
そ
の
語
の
定
義
か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
語
は
中
国
古

代
よ
り
用
い
ら
れ
、
日
本
の
思
想
史
に
お
い
て
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
き
た
が
、
近
年
、
英
語
のn

a
tu
re

の
翻
訳
語
と
し
て
の
意
味
が

一
般
化
し
、
少
な
か
ら
ぬ
混
乱
を
生
じ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
各
種
の
辞
典
を
見
る
と
、
こ
の
語
の
も
つ
多
く
の
意
味
が
記
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
小
論
を
書
き
進
め
る
に
当
た
り
、
二
つ
の
大
き
な
意
味
を
提
示
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。

一
つ
は

自
然

を

じ
ね
ん

と
呉
音
で
読
む
場
合
で
あ
り
、
そ
れ
は

お
の
ず
か
ら

と
い
う
意
の
副
詞
、
ま
た
は
形
容
詞
と
し

て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、

お
の
ず
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
る
さ
ま

天
然
の
ま
ま
で
人
為
の
加
わ
ら
な
い
さ
ま

あ
る
が
ま
ま
の

さ
ま

と
い
う
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
は

自
然

を

し
ぜ
ん

と
漢
音
で
読
む
場
合
で
あ
り
、
そ
れ
は
英
語
の

n
a
tu
re

の
翻
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、

人
工
・
人
為
に
な
っ
た
も
の
と
し
て
の
文
化
に
対
し
、
人
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
お
の
ず
か
ら
な
る
生
成
に
よ
っ
て
成

り
出
で
た
状
態

自
然
科
学
の
対
象
と
し
て
因
果
法
則
の
下
に
あ
る
、
あ
り
の
ま
ま
の
現
象
世
界

と
い
う
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
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る
。

自
然

を

お
の
ず
か
ら

あ
る
が
ま
ま

と
い
う
意
味
に
用
う
る
か
、

環
境

客
観
世
界

と
い
う
意
味
に
用
う
る
か
に
関

連
し
て
、
世
界
の
起
源
を
ど
の
よ
う
に

え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の

え
方
が
あ
る
。

一
つ
は
創
造
型
と
呼
ば
れ
る

え
方
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
進
化
型
と
呼
ば
れ
る

え
方
で
あ
る
。
前
者
は
創
造
神
が
世
界
を
創
造
し
た

と
い
う

え
方
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
天
地
創
造
説
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

旧
約
聖
書

の

創
世
記

に
よ
れ
ば
、
神
は
混

沌

カ
オ
ス

か
ら
、
光
と
闇
、
水
と
天
、
陸
と
植
物
、
太
陽
と
月
と
星
、
魚
と
鳥
、
さ
ら
に
獣
と
神
の
似
姿
と
し
て
の
人
間
を
六
日
間
で

作
り
、
七
日
目
は
安
息
日
と
し
た
と
い
う
。
後
者
は
創
造
神
の
介
入
な
し
に
、
生
存
競
争
と
自
然
淘
汰
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
生
物
が
進

化
し
て
き
た
と
す
る
も
の
で
、
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

仏
教
は
も
と
も
と
創
造
神
に
よ
る
天
地
創
造
説
を
認
め
ず
、
因
果
法
則
の
下
に
あ
る
あ
り
の
ま
ま
の
現
象
世
界
を
前
提
と
し
た
上
に
教

え
が
成
り
立
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
は
、
神
の
絶
対
性
の
も
と
、
神
は
は
じ
め
か
ら
神
で
あ
り
、
因
果
を
超
越
し
て
い
る
と

説
い
て
い
る
が
、
仏
教
の
仏
は
釈
迦
が
修
行
し
て
仏
に
成
っ
た
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
因
果
の
法
則
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に

お
い
て
は
、
神
の
み
な
ら
ず
、
神
の
子
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
も
ま
た
処
女
の
マ
リ
ア
か
ら
生
ま
れ
た
と
し
て
、
因
果
を
否
定
し
て
い
る

が
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
仏

釈
迦

も
わ
れ
わ
れ
人
間
と
同
じ
よ
う
に
、
父
浄
飯
王
と
母
摩
耶
夫
人
と
の
間
に
生
ま
れ
た
と
し
て
、
因
果

を
肯
定
し
て
い
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
説
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
万
物
は
、
神
の
意
志
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
と
さ
れ
る
か
ら
、
神
の
意
志
や
目
的
の
た
め
に

は
そ
の
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
し
か
も
神
の
意
志
を
推
定
す
る
の
は
、
神
の
似
姿
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
か
ら
、

や
や
も
す
れ
ば
被
造
物
と
し
て
の
自
然
を
人
類
発
展
の
た
め
の
手
段
と

え
が
ち
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
深
刻
な
自
然
環
境
破
壊
の
問
題
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が
、
逆
に
人
類
を
お
び
や
か
す
に
至
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
今
日
の
科
学
文
明
を
リ
ー
ド
し
た
と
さ
れ
る
デ
カ
ル
ト
の
心
身

二
元
論
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
創
造
神
と
被
造
物
と
い
う
二
元
論
を
、
心

理
性
）
と
身

物
体
）
と
い
う
二
元
論
に
お
き
か
え
た
と
言
え
る

の
で
あ
り
、
創
造
神
を
立
て
な
い
仏
教
が
、

空

と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
色
心
不
二
の
一
元
論

厳
密
に
言
え
ば
、
色
心
二
而
不
二
・
不

二
而
二
論

を
説
く
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
仏
教
は
創
造
神
に
よ
る
起
源
を
説
か
ず
、
宇
宙
万
物
が
現
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か

ら
出
発
す
る
か
ら
、
人
間
も
自
然
も
と
も
に
縁
起
し
た
も
の
と
し
て
平
等
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
空
な
る
あ
り
方
に
お
い
て
、
色
心
不

二
・
依
正
不
二
・
身
土
不
二
な
ど
の
思
想
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
環
境
破
壊
の
問
題
に
つ
い
て
、
多
く
の
識
者
が
人
間
と
自
然

と
の
調
和
、
両
者
の
共
存
共
栄
の
理
念
を
仏
教
に
求
め
て
い
る
思
想
的
根
拠
も
こ
こ
に
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
世
界
は
神
の
意
志
に
よ
り
目
的
を
も
っ
て
創
造
さ
れ
た
と
説
く
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
人
生
の
意
味
も
神
の
意
志
を

推
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
創
造
神
を
立
て
な
い
と
、
人
間
を
含
め
て
宇
宙
万
物
は
何
の
意
味
も
な

く
、
何
の
目
的
も
な
く
、
た
だ
太
古
の
昔
か
ら
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ

の
哲
学
者
・
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は

万
物
は
流
転
す
る

と
言
っ
た
。
ま
た
近
年
、
神
の
死
を
宣
言
し
た
ニ
ー
チ
ェ
は
、
永
劫
回
帰
説
を

唱
え
た
。
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
極
限
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
自
身
は
人
生
・
存
在
の
無
意
味
に
絶
望
す
る
こ
と
な

く
、
生
の
虚
無
を
認
め
た
上
で
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
超
克
に
向
か
っ
た
が
、
創
造
神
を
立
て
な
い
仏
教
の
輪
廻
説
も
万
物
流
転
説
や
永
劫
回
帰

説
に
一
脈
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
仏
教
で
は
永
遠
に
輪
廻
を
繰
り
返
す
苦
し
み
を
十
二
因
縁
の
流
転
門
と
し
て
説
明
し
、
輪
廻
の
苦
し
み

か
ら
脱
出
し
て
安
穏
の
涅
槃
に
至
る
仏
道
修
行
を
還
滅
門
と
し
て
説
い
て
い
る
。
仏
教
の
旗
印
と
し
て
四
法
印
が
掲
げ
ら
れ
る
が
、

諸

行
無
常

諸
法
無
我

一
切
行
苦

だ
け
だ
と
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
。
し
か
し

涅
槃
寂
静

を
立
て
て
、
そ
れ
に
向

か
っ
て
還
滅
門
の
仏
道
修
行
を
勧
奨
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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仏
教
で
説
く
無
我
の
思
想
は
、
漢
訳
経
典
で
は
常
・
一
・
主
宰
の
義
の
否
定
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
対
比
す
れ
ば
、

常
住
な
る
絶
対
神

常
）、
唯
一
な
る
絶
対
神

一
）、
天
地
万
物
の
創
造
者
と
し
て
の
絶
対
神

主
宰
）
を
、
仏
教
で
は
立
て
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。
仏
教
の
本
質
か
ら
言
っ
て
も
、
絶
対
者
に
よ
る
天
地
万
物
の
創
造
と
い
う
発
想
は
も
と
も
と
な
い
か
ら
、
仏
に
創
造
神
と

し
て
の
性
格
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
は
つ
い
に
な
か
っ
た
。
し
か
し
仏
教
思
想
の
発
達
に
と
も
な
っ
て
、
仏
の
絶
対
化
が
は
か
ら
れ
て
い
く

中
で
、
常
住
な
る
絶
対
者
、
唯
一
な
る
絶
対
者
と
い
う
性
格
が
次
第
に
仏
に
付
与
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

二

仏
陀
観
の
展
開

釈
迦
が
入
滅
し
て
後
、
弟
子
達
の
間
で
、
釈
迦
を
追
慕
す
る
あ
ま
り
、
釈
迦
は
あ
ま
り
に
も
偉
大
な
仏
陀
で
あ
る
か
ら
、
自
分
達
は
ど

ん
な
に
修
行
し
て
も
仏
陀
に
は
な
れ
な
い
、
と
い
う

え
方
が
お
こ
る
。
原
始
仏
教
や
部
派
仏
教
で
は
、
修
道
の
最
高
位
は
阿
羅
漢
と
さ

れ
て
、
仏
陀
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
仏
陀
に
は
な
れ
ず
、
仏
陀
は
釈
迦
た
だ
一
人
で
あ
る
と
い
う

え
方
は
、
一
見
、
仏
陀

に
つ
い
て
唯
一
な
る
絶
対
者
と
い
う
性
格
が
与
え
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
原
始
仏
教
時
代
に
す
で
に
仏
陀
は
釈
迦
だ
け
で

は
な
く
、
過
去
世
に
も
仏
陀
が
現
れ
て
法
を
説
き
、
衆
生
を
教
化
し
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
釈
迦
の
前
に
六
人
の
仏
が
現
わ
れ
、
釈

迦
は
七
番
目
で
あ
る
と
い
う
過
去
七
仏
の
思
想
で
あ
る
。
ま
た
釈
迦
の
後
に
も
、
未
来
仏
と
し
て
弥

仏
が
出
現
す
る
と
い
う
思
想
も
原

始
仏
教
以
来
あ
る
。
原
始
仏
教
や
部
派
仏
教
に
お
い
て
は
、
釈
迦
仏
の
唯
一
絶
対
性
と
い
う
よ
り
、
法
の
絶
対
性
、
法
の
常
住
性
が
主
張

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

原
始
仏
教
か
ら
部
派
仏
教
へ
と
展
開
す
る
中
で
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
世
に
わ
た
っ
て
多
く
の
仏
陀
が
出
現
し
た
こ
と
が
説
か
れ

て
い
る
。
部
派
の
中
で
も
大
衆
部
の
一
部
で
は
、
釈
迦
仏
が
出
世
す
る
婆
婆
世
界
の
ほ
か
に
、
十
方
に
多
く
の
世
界
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
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の
世
界
に
は
そ
れ
ぞ
れ
同
時
に
仏
陀
が
出
現
し
て
、
法
を
説
い
て
い
る
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
唯
一
絶
対
神
と

は
比
ぶ
べ
く
も
な
い
が
、
仏
教
に
お
い
て
も
娑
婆
世
界
に
お
け
る
釈
迦
仏
の
唯
一
絶
対
性
は
守
ら
れ
、
一
世
界
に
は
一
仏
し
か
出
現
し
な

い
、
と
い
う
原
則
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
世
界
を
異
に
す
れ
ば
同
時
に
多
く
の
仏
陀
が
現
れ
て
も
不
都
合
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
大
乗
仏

教
で
は
こ
の
よ
う
な
多
仏
思
想
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
三
世
十
方
に
は
無
数
の
仏
陀
が
出
現
す
る
と
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

仏
陀
観
の
展
開
と
あ
わ
せ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
仏
教
の
菩
薩
思
想
で
あ
る
。
原
始
仏
教
か
ら
部
派
仏
教
に
か
け
て
、
因
果
業
報
の
立

場
か
ら
釈
迦
の
前
世
と
し
て
の
菩
薩
の
物
語

ジ
ャ
ー
タ
カ

が
さ
か
ん
に
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
釈
迦
は
前
世
か
ら
長
い
間
、
菩
薩
の

修
行
を
続
け
た
結
果
、
今
世
で
仏
陀
と
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
釈
迦
が
菩
薩
で
あ
っ
た
時
に
つ
か
え
た
多
く
の
過
去
仏
や
、

ま
た
そ
の
時
に
未
来
の
仏
陀
と
し
て
の
保
証

授
記

を
受
け
た
仏
の
こ
と
も
説
か
れ
て
い
る
。
大
乗
仏
教
に
な
る
と
、
自
分
だ
け
の
小
さ

な
覚
り

阿
羅
漢
果

を
求
め
て
修
行
す
る
人
々

声
聞

を
小
乗
と
し
て
否
定
し
、
菩
薩
と
し
て
六
波
羅
蜜
な
ど
の
修
行
を
す
れ
ば
、
今
生

で
は
無
理
で
も
、
未
来
永
劫
の
間
に
必
ず
成
仏
で
き
る
と
説
か
れ
た
。
そ
の
思
想
的
流
れ
の
上
に
法
華
経
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

法
華
経
の
思
想
的
意
義
は
、
前
半

迹
門

に
説
か
れ
る
開
三
顕
一
の
思
想
と
、
後
半

本
門

に
説
か
れ
る
開
近
顕
遠
の
思
想
に
あ
る
と

言
わ
れ
る
。
開
三
顕
一
の
思
想
と
は
、
歴
史
的
に
小
乗
仏
教

声
聞
乗

を
批
判
し
て
大
乗
仏
教

菩
薩
乗

が
興
起
し
た
こ
と
を
受
け
て
、

法
華
経
の
立
場
は
、
成
仏
を
あ
き
ら
め
て
い
る
小
乗
を
大
乗
の
立
場
か
ら
単
に
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
が
成
仏
で
き
る
と

す
る
大
乗
の
立
場
か
ら
、
小
乗
の
人
々
も
成
仏
で
き
る
こ
と
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
小
乗
仏
教
で
阿
羅
漢
を
目
指
す
声
聞

乗
と
、
縁
覚
を
目
指
す
縁
覚
乗
が
説
か
れ
、
さ
ら
に
大
乗
仏
教
で
成
仏
を
目
指
す
菩
薩
乗
が
説
か
れ
て
、
以
上
三
通
り
の
修
行

因

と
目

指
す
覚
り

果

が
バ
ラ
バ
ラ
に
説
か
れ
て
い
た
の
を

三
乗
の
教
え

、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
衆
生
を
唯
一
の
仏
乗
へ
と
導
く
た
め
の
方
便

手

だ
て

で
あ
り
、
法
華
経
の
立
場
は
ど
の
よ
う
な
人

三
乗

で
も
こ
と
ご
と
く
成
仏
で
き
る

一
乗
の

教
え
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
は
歴
史
的
に
原
始
仏
教
、
部
派
仏
教
、
大
乗
仏
教
と
展
開
し
て
い
く
中
で
、
多
く
の
経
典
と
三
乗
の
教
え
が
産
み
出
さ
れ
て
い
っ
た

の
を
、
法
華
経
の
一
乗
の
教
え
に
統
一
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
法
華
経
に
声
聞
へ
の
授
記
が
説

か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
成
仏
は
釈
尊
の
前
生
物
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
長
い
間
の
菩
薩
の
修
行

歴
劫
修
行

に
よ
っ
て
は
じ
め
て
達
成

さ
れ
る

即
身
成
仏
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
未
来
成
仏
で
あ
る

、
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

次
に
法
華
経
に
説
か
れ
る
開
近
顕
遠
の
思
想
に
つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
開
三
顕
一
の
思
想
が
諸
経
の
法
華
経
へ
の
統
一

仏
に
よ
っ
て
説
か

れ
た
教
法
の
統
一

で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
諸
仏
の
釈
迦
仏
へ
の
統
一

仏
そ
の
も
の
の
統
一

と

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
原
始
仏
教
、

部
派
仏
教
、
大
乗
仏
教
と
展
開
し
て
い
く
過
程
で
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
仏
が
産
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
有
名
な
仏
と
し
て
過
去
仏
た
る

燃
燈
仏
、
未
来
仏
た
る
弥

仏
、
他
土
仏
た
る
西
方
の
阿
弥
陀
仏
、
東
方
の
阿

仏
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
こ
の
世
に

出
現
し
て
仏
教
を
説
い
た
の
は
釈
迦
仏
以
外
に
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
大
乗
仏
教
で
続
々
と
量
産
さ
れ
て
い
っ
た
仏
を
、
今
一
度
、
釈

迦
仏
の
も
と
に
統
一
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
お
こ
る
。
そ
う
し
て
成
立
し
た
の
が
法
華
経
で
あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
十
方
諸
仏
の

空

間
的

統
一
仏
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
法
華
経
の
涌
出
品
に
、

十
方
世
界
に
お
け
る
、
釈
迦
牟
尼
如
来
の
本
身
よ
り
化
現

し
た
分
身

１
如
来

と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
三
世
諸
仏
の

時
間
的

統
一
仏
、
す
な
わ
ち
久
遠
に
最
初
に
覚
っ
た
根
本
の
仏
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
は
、
寿
量
品
に

久
し
き
以
前
に
成
仏
し
た
如
来
は
寿
命
無
量
で
あ
り
、
常
住
で

２
あ
る

と
説
か
れ
、
ま
た
五
百
塵
点
劫
の
譬

え
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
法
華
経
で
は
時
間
的
、
空
間
的
に
諸
仏
を
統
一
す
る
仏
が
説
か
れ
た
が
、
そ
れ
は
時
間

的
、
空
間
的
に
相
対
的
な
仏
で
あ
っ
て
、
未
だ
時
空
を
超
越
し
た
絶
対
的
な
仏
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

常
住

と
言
っ
て
も
、

そ
れ
は

久
し
き
以
前
に
成
仏
し
た

と
説
か
れ
る
以
上
、
具
体
的
に
因
を
修
し
て
成
就
し
た
果
で
あ
っ
て
、

も
と
も
と
仏
で
あ
っ
た

と
い
う
よ
う
な
、
因
果
を
超
越
し
た
抽
象
的
な
常
住
仏
で
は
な
い
。
ま
た
空
間
的
に
も
十
方
に
遍
満
す
る
抽
象
的
な
絶
対
仏
で
は
な
く
て
、
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分
身
仏
を
統
一
す
る
具
体
的
な
釈
迦
仏
で
あ
る
。
こ
れ
は
法
華
経
が
、
諸
仏
を
時
間
的
・
空
間
的
に
統
一
す
る
た
め
に
、
歴
史
上
の
釈
迦

仏
は
実
は
前
世
か
ら
の
長
い
間
の
菩
薩
の
修
行
に
よ
っ
て
、
今
世
で
仏
陀
と
成
っ
た
と
い
う
大
乗
仏
教
の
教
説
を
、
そ
の
ま
ま
久
遠
に
移

し
て
説
き
直
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

法
華
経
で
は
久
遠
成
道
の
寿
命
無
量
仏
が
説
か
れ
た
が
、
一
方
、
華
厳
経
で
は
毘
慮
遮
那
仏
と
い
う
無
限
の
光
明
仏
が
説
か
れ
た
。
し

か
も
華
厳
経
の

性
起
品

に
は
、
仏
の
智
恵
は
絶
対
な
る
が
故
に
、
光
明
が
遍
く
一
切
に
ゆ
き
わ
た
る
よ
う
に
、
仏
の
智
恵
も
ま
た
衆

生
の
一
人
ひ
と
り
に
ゆ
き
わ
た
り
、
そ
の
意
味
で
衆
生
も
ま
た
仏
と
そ
の
本
質
を
同
じ
く
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
思
想
が
展
開
し
て
、
い
わ
ゆ
る
如
来
蔵
思
想
が
成
立
す
る
の
で

３
あ
る
。

如
来
蔵
思
想
は
、
法
華
経
や
華
厳
経
な
ど
の
第
一
期
大
乗
経
典
を
ふ
ま
え
て
成
立
し
た
、
第
二
期
大
乗
経
典
の
涅
槃
経
な
ど
に
説
か
れ

て
い
る
。
ま
ず
法
華
経
と
の
関
係
か
ら
言
え
ば
、
す
べ
て
の
人
が
成
仏
で
き
る
と
い
う
法
華
経
の
思
想
が
、
涅
槃
経
の
す
べ
て
の
人
に
仏

性
が
あ
る
と
い
う
思
想
へ
と
展
開
し
、
ま
た
久
遠
に
仏
に
成
っ
た
と
い
う
思
想
が
、
同
じ
く
涅
槃
経
の
仏
身
常
住
の
思
想
へ
と
展
開
し
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
華
厳
経
と
の
関
係
を
言
え
ば
、

性
起
品

に
は
無
量
の
因
行
の
果
と
し
て
の
仏
の
無
限
の
は
た
ら
き
、

す
な
わ
ち
果
た
る
法
身
が
種
々
の
化
身
を
顕
現
し
、
如
来
業
を
示
現
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の

性
起
品

の
思
想
を
敷
衍
す

る
と
、
絶
対
的
な
法
身
は
一
切
に
遍
満
す
る
か
ら
、
衆
生
の
一
人
ひ
と
り
に
も
法
身
は
ゆ
き
わ
た
り
、
そ
の
意
味
で
衆
生
の
う
ち
に
法
身

が
ま
し
ま
す

内
在
仏

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
法
身
は
今
は
煩
悩
に
隠
さ
れ
て
い
て
、
仏
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
顕
わ
し
て
い
な
い

が
、
修
す
れ
ば
必
ず
法
身
を
顕
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
如
来
蔵
経
典
に
説
か
れ
る
如
来
蔵
の
思
想
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
二
期

大
乗
経
典
に
至
り
、
仏
の
空
間
的
絶
対
化

遍
満
仏

と
時
間
的
絶
対
化

常
住
仏

が
行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
、
涅
槃
経
の
一
切
衆

生
悉
有
仏
性
説
・
仏
身
常
住
説
と
な
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
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仏
陀
観
の
展
開
を
ま
と
め
れ
ば
、
釈
迦
仏
↓
過
去
仏
↓
未
来
仏
↓
他
土
仏
↓
久
遠
仏
↓
光
明
仏
↓
遍
満
仏
↓
内
在
仏
↓
常
住
仏
と
い
う

よ
う
に

も
ち
ろ
ん
直
線
的
に
で
は
な
く
、
複
雑
に
関
連
し
あ
っ
て

展
開
し
た
と

え
る
こ
と
が
で

４
き
る
。

三

法
華
本
門
仏
と
自
然
覚
了
仏

紙
数
の
関
係
か
ら
、
以
下
は
中
国
・
日
本
に
お
け
る
法
華
本
門
仏
を
め
ぐ
る
思
想
史
の
流
れ
を
簡
略
に
述
べ
て
み
た
い
。

法
華
経
が
漢
訳
さ
れ
る
と
、
中
国
に
お
い
て
、
法
華
経
に
は
た
し
て
仏
性
と
仏
身
常
住
が
説
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な

５
っ
た
。

法
華
経
の
漢
訳
の
う
ち
、
最
も
よ
く
読
ま
れ
、
思
想
史
上
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
鳩
摩
羅
什
の
訳
（

妙
法
蓮
華
経

四
〇
六

年
）
で
あ
る
。
ま
ず
劉

（
四
三
八
｜
四
九
五
）
は
、
五
時
教
判
を
立
て
て
法
華
経
を
第
四
時
に
配
し
、

た
だ
如
来
の
前
過
恒
沙
・
未
来

倍
数
を
彰
し
て
、
仏

身

の
常

住

を
明
か
さ
ず
。

故
に

是
れ
は
不
了

義

教
な
り

と
説

６
い
た
。
こ
の
中
に

前
は
恒
沙
に
過
ぎ
、

未
来
は
数
に
倍
せ
り

と
あ
る
の
は
、
羅
什
訳
の

我
れ
実
に
成
仏
し
て
よ
り
こ
の
か
た
、
無
量
無
辺
百
千
万
億
那
由
他
劫
な
り

以
下
、

五
百
塵
点
劫
の
譬
え
を
挙
げ
る

と
、

我
れ
本
と
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
成
ぜ
し
所
の
寿
命
は
、
今
猶
お
未
だ
尽
き
ず
。
復
た
上
の
数
に
倍

せ
り

の
文
を
指
し
て

７
い
る
。
す
な
わ
ち
法
華
経
に
説
か
れ
る
久
遠
仏
は
、
過
去
は
五
百
塵
点
劫
と
い
う
成
道
の
始
め
が
あ
り
、
未
来
の

寿
命
は
そ
の
倍
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
畢
竟
し
て
無
常
で
あ
り
、
涅
槃
経
に
説
か
れ
る
仏
身
の
常
住
義
に
比
べ
て
、
不
了
義
教

不
完
全
な
教
え

で
あ
る
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。

次
に
光
宅
寺
法
雲
（
四
六
七
｜
五
二
九
）
は
、
法
華
経
を
評
し
て

因
を
明
か
さ
ば
即
ち
万
善
を
収
羅
し
て
以
て
一
因
と
為
し
、
果
を

語
れ
ば
即
ち
復
倍
上
数
を
以
て
極
果
と
為
す

大
悲
の
意
は
不
限
な
り
。
度
人
の
心
は
無
窮
な
り
。

故
に

近
く
は
神
通
の
力
を
籍
り
、

遠
く
は
大
衆
の
万
行
の
感
に
由
っ
て
、
遂
に
能
く
金
剛
心
を
延
ば
し
て
世
に
留
任
す
。
寿
命
は
無
窮
に
し
て
益
物
は
無
崖
な
り

と
説
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８
い
た
。
す
な
わ
ち
法
華
経
に
説
か
れ
る
仏
果
は
復
倍
上
数
で
あ
る
か
ら
、
久
遠
仏
の
寿
命
は
本
当
は
有
限
で
あ
る

涅
槃
経
の
よ
う
な
仏
身

常
住
は
説
か
れ
て
い
な
い

が
、
衆
生
済
度
の
慈
悲
が
無
限
で
あ
る
か
ら
、
神
通
力
に
よ
っ
て
寿
命
を
無
限
に
延
ば
し
て
世
に
留
ま
り
、
衆

生
を
利
益
さ
れ
る
、
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
華
本
門
仏
に
対
す
る
劉

の
無
常
論
、
法
雲
の
神
通
延
寿
論
に
対
し
て
反

論
を
呈
し
た
の
が
、
次
の
世
代
の
随
の
三
大
法
師
と
称
さ
れ
る
、
浄
影
寺
慧
遠
（
五
二
三
｜
五
九
二
）、
天
台
大
師
智

（
五
三
八
｜
五
九

七
）、
嘉
祥
大
師
吉
蔵
（
五
四
九
｜
六
二
三
）
で
あ
る
。

慧
遠
は
、
法
華
経
の

前
過
恒
沙
、
未
来
倍
数

の
文
は
、
地
涌
の
菩
薩
の
所
見
の
応
身
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
真
身
を
論
ず
れ
ば

畢
竟
し
て
無
尽

常
住

な
り

と
説
い
て

９
い
る
。
智

は
、

前
過
恒
沙
、
未
来
倍
数

の
文
を
、
法
雲
の
よ
う
に

神
通
延
寿
、
猶

お
是
れ
無
常
な
り

と
解
釈
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
り
、
こ
れ
は

因
を
挙
げ
て
果
を
況
し
、
以
て
常
住
を
明
す

の
で
あ
る
と
説
い
て

い
る
。
す
な
わ
ち

久
遠

仏
は
円
因
を
修
し
て
初
住
に
登
る
時
、
す
で
に
常
寿
を
得
た
り
。
常
寿
は
尽
き

し
。
す
で
に
上
の
数
に
倍

す
。
況
や
ま
た
果
を
や
。
い
か
ん
ぞ
所
況
の
果
を
棄
て
て
、
苟
く
も
能
況
の
因
に
執
せ
ん
。
た
と
い
此
れ
因
な
る
も
、
す
で
に
是
れ
常

住

な
り
。
無
常
に
非
ざ
る
な
り

と
主
張
し
て

10
い
る
。
吉
蔵
は
、

我
本
行
菩
薩
道
、
所
成
寿
命

の
文
に
つ
い
て
、

こ
の
文
は
有
始

を
顕
わ
し
て
お
り
、
ど
う
し
て
不
可
数
と
言
え
る
の
か

と
い
う
問
を
設
け
て
、

答
う
。
二
義
あ
り
。
一
に
は
無
始
の
始
の
義
を
明
か

す
。
但
し
始
の
義
、
長
遠
な
る
が
故
に
不
可
数
な
り
。
二
に
は
法
身
の
無
始
終
の
義
を
顕
わ
さ
ん
と
欲
す
。
故
に
不
可
数
な
り
。
然
る
に

有

始
無
始
に
、
不
二
の
二
の
義
と
、
二
の
不
二
の
義
と
あ
り

凡
夫
二
乗
及
び
菩
薩
、
そ
の
初
め

五
百
塵
点
劫

を
見
ざ
る
に
約
す

る
が
故
に
無
始
と
言
い
、
し
か
も
初
め
て
法
身
を
証
す
る
こ
と
な
き
に
は
非
ざ
る
が
故
に
有
始
な
り
。
…
此
の
二
義
を
具
す
る
が
故
に
倍

数

と
称
す
る
な
り

と
論
じ
て

11
い
る
。

こ
の
よ
う
に
慧
遠
、
智

、
吉
蔵
の
三
師
は
、
法
華
経
に
も
仏
身
常
住
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
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華
本
門
仏
と
自
然
覚
了
仏
（
花
野
充
道
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解
釈
を
試
み
て
い
る
が
、
そ
れ
が
成
功
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
一
期
大
乗
経

典
に
属
す
る
法
華
経
の
久
遠
仏
は
、
第
二
期
大
乗
経
典
に
属
す
る
涅
槃
経
の
常
住
仏
と
異
な
り
、
成
仏
の
因
果
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
因
果
を
む
し
ろ
法
華
経
の
特
長
と
し
て
、
高
く
評
価
し
た
の
が
智

で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

智

と
吉
蔵
の
教
説
を
比
べ
て
み
る
と
、
吉
蔵
が
中
道
仏
性
を
説
き
な
が
ら
も
二
諦
説
に
と
ど
ま
っ
た
の
に
対
し
、
智

は
中
道
を
第

三
の
立
場
と
し
て
独
立
さ
せ
、
空
仮
中
の
三
諦
説
を
主
張
し
た
。
従
っ
て
吉
蔵
が
宗
と
体
と
を
明
確
に
区
別
せ
ず
、
体
と
用
の
二
法
を
も

っ
て
経
文
を
解
釈
し
た
の
に
対
し
・
智

は
宗
と
体
と
を
区
別
し
、
体
と
宗
と
用
の
三
法
を
も
っ
て
経
文
を
解
釈
し
た
。
智

の
法
華
経

解
釈
に
お
い
て
は
、
体
は
非
因
非
果
の
実
相
の
理
で
あ
り
、
宗
は
仏
の
自
行

久
遠

の
因
果
で
あ
る
。
仏
身
論
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
吉
蔵

は
法
身

体

と
応
身

用

の
二
身
説
を
も
っ
て
法
華
経
を
解
釈
し
た
が
、
智

は
法
身

体

と
報
身

宗

と
応
身

用

の
三
身
説
を
も
っ

て
法
華
経
を
解
釈
し
た
。
吉
蔵
の
二
身
説
の
方
が
単
純
で
あ
る
分
、
明
了
で
あ
る
が
、
智

の
三
身
説
は
複
雑
で
あ
る
分
、
わ
か
り
に

12
く
い
。

吉
蔵
は
、

こ
の
経

法
華
経

は
、
二
の
方
便
の
門
を
開
い
て
、
二
の
真
実
の
義
を
顕
わ
す
。
二
の
方
便
の
門
を
開
く
と
は
、
乗
の
方

便
と
身
の
方
便
を
謂
う
な
り
。
二
の
真
実
の
義
を
顕
わ
す
と
は
、
乗
の
真
実
と
身
の
真
実
を
謂
う
な
り
。
…
…
身
の
方
便
と
は
生
滅
無
常

の
身
を
謂
い
、
身
の
真
実
と
は
無
生
滅
常
住
の
身
を
謂
う
な
り

と
論

13
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
法
華
経
の
本
門
に
説
か
れ
る
本
地
仏

法
身

は
常
住
に
し
て
真
実
身
で
あ
り
、
迹
門
に
説
か
れ
る
垂
迹
仏

応
身

は
無
常
に
し
て
方
便
身
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
智

の
開

近
顕
遠
の
説
も
基
本
的
に
は
吉
蔵
と
同
じ
で

14
あ
る
が
、
智

の
三
身
説
で
は
、
吉
蔵
の
二
身
説
の
よ
う
に
本
門
仏＝

常
住
、
迹
門
仏＝

無

常
と
単
純
に
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
智

は
仏
の
自
行
の
因
果

宗

と
し
て
の
報
身
を
重
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。
智

は
本
門
の

十
妙
と
し
て
本
因
妙
・
本
果
妙
を
挙
げ
て
い
る
が
、
吉
蔵
に
は
そ
の
よ
う
な
教
説
は
な
い
。
吉
蔵
の
法
華
本
門
仏
は
常
住
に
力
点
が
お
か

法
華
本
門
仏
と
自
然
覚
了
仏
（
花
野
充
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れ
て
い
る
か
ら
法
身
で
あ
る
が
、
智

の
法
華
本
門
仏
は
常
住
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
因
果
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
報
身
で
あ

る
。
智

が
法
華
本
門
仏
を
論
じ
て
、

通
じ
て
三
身
を
明
か
す
も
、
…
正
し
く
は
報
身
に
在
り

報
身
の
智
慧
は
上
は

法
身
の
真
理

に

冥
じ
、
下
は

応
身
の
慈
悲
に

契
い
て
、
三
身
宛
足
す

我
れ
成
仏
し
て
よ
り
こ
の
か
た
、
甚
だ
大
い
に
久
遠
な
り
。
故
に
能
く
三

世
に
衆
生
を
利
益
し
た
も
う
。
所
成
は
即
ち
法
身

常
住

、
能
成
は
即
ち
報
身

因
果

な
り
。
法

身

報

身

合
す
る
故
に
、
能
く
物
を

益
す
。
…
正
意
は
是
れ
報
身
仏
の
功
徳
を
論
ず
る
な
り

と
述
べ
る
所
以
で

15
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
常
住
と
因
果
は
本
来
、
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
智

の
正
在
報
身
論
は
日
本
に
き
て
再
び
仏
身
常
住
の
視
点
か
ら

攻
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
徳
一
は
、（
法
身
仏
は
本
有
常
住
で
あ
る
が
）、
報
身
仏
は
有
始
で
あ
り
、
無
常
で
は
な
い
か
、
と
最
澄

に
論
難
を
加
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
答
え
た
の
が
、
有
名
な
最
澄
の
無
作
三
身
論
で
あ
る
。
最
澄
は
、
三
身
相
即
・
倶
体
倶
用
の
仏

身
論
と
、
随
縁
真
如
・
縁
起
常
住
の
真
如
論
の
二
面
か
ら
報
身
仏
の
常
住
を
主
張
し
て

16
い
る
。
ま
た
空
海
は
、
徳
一
と
は
別
の
角
度
か
ら
、

天
台
宗
の
仏
身
論
に
批
判
を
投
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
法
華
経
を
含
む
五
時
の
教
え
を
実
際
に
説
い
た
の
は

無
常
の

釈
迦
応
身
仏
で
あ
り
、

密
教
を
説
い
た

常
住
の

大
日
法
身
仏
よ
り
劣
る
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
最
澄
は
、
こ
の
よ
う
な
空
海
の
法
華
応
身
教
主
論
に
対
抗

し
て
、
法
華
本
門
に
説
か
れ
る
久
遠
仏
を
高
揚
し
、

天
台
法
華
宗
は
、
能
説
の
仏
は
久
遠
実
成
な
り

と
論
じ
た
。
弟
子
の
円
仁
は
空

海
の
密
勝
顕
劣
の
仏
身
義
に
対
抗
し
て
、
円
密
一
致
の
立
場
か
ら
法
華
本
門
の
久
遠
仏
と
大
日
如
来
の
一
体
説
を
主
張
し
て

17
い
る
。

円
仁
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
円
仁
の
弟
子
の
安
然
が
、
師
匠
の
言
葉
と
し
て

自
然
覚
了
の
仏

と
い
う
こ
と
を
記
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

教
時
問
答

に
は
、

大
勇
金
剛

円
仁

云
く
。

衆

生
界
仏
界
の
二
は
倶
に
本
有
な
り
。
涅
槃
界
の
中
に
本
来
常

住

自
然
覚
了
の
仏
あ
り
。
故
に
大
日
経
に
大
日

如
来

説
い
て
云
く
。
我
れ
は
一
切
の
本
初
な
り

と
説
か
れ
て

18
い
る
。

我
れ
は
一
切
の

本
初
な
り

と
い
う
表
現
は
、
あ
た
か
も
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
神
を
思
い
浮
か
べ
る
が
、
こ
れ
は
仏
教
本
来
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
無
因

法
華
本
門
仏
と
自
然
覚
了
仏
（
花
野
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道
）
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有
果
の
外
道
義
と
批
判
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
と
仏
陀
の
絶
対
化
が
は
か
ら
れ
、
仏
身
常
住
義
が
展
開
し
て
い
っ
た

が
、
日
本
天
台
に
至
っ
て
、
因
果
を
超
越
し
た
自
然
覚
了
の
仏
、
す
な
わ
ち

お
の
ず
か
ら

あ
る
が
ま
ま

の
自
然
覚
了
仏
が
主
張

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

因
果
を
超
越
し
た
常
住
仏
、
す
な
わ
ち
自
然
覚
了
の
仏
は
、
表
現
を
変
え
れ
ば
本
覚
仏

本
来
自
覚
仏

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
台
本

覚
思
想
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る

本
覚
讃

に
は
、

帰
命
本
覚
心
法
身
。
常
住
妙
法
心
蓮
台
。
本
来
具
足
三
身
徳
。

三
十
七
尊
住
心
城
。
普
門
塵
数
諸
三
昧
。
遠
離
因
果
法
然
具

と
、

因
果
を
遠
離
す

法
然
と
し
て
具
す

常
住

本
覚

と
い
う

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
仏
教
の
開
祖
で
あ
る
釈
迦
は
、
禅
定
を
修
し
て
覚
り
を
開
き
、
あ
る
い
は
法
華
経
に
説
か
れ
る
久
遠
の
釈
迦

は
、
長
い
間
の
菩
薩
道
を
成
就
し
て
仏
陀
に
成
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
修
証
の
因
果
を
説
か
な
い
教
え
を
外
道
義
と
言
っ
て
批
判
し
た
仏
教

が
、
つ
い
に
因
果
を
遠
離
し
た
自
然
覚
了
の
本
覚
仏
を
説
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

智

の
仏
身
論
は
、
法
華
本
門
仏
の
常
住
を
言
い
な
が
ら
、
仏
の
自
行
と
し
て
の
久
遠
の
因
果

正
在
報
身

を
強
調
し
た
た
め
に
、
法

華
本
門
仏
は
常
住

所
成
法
身＝

本
覚

に
し
て
、
因
果

能
成
報
身＝

始
覚

が
あ
る
、
と
い
う
教
説
で
あ
る
。
ま
た
智

の
成
仏
論
は
、

我
々
衆
生
も
理

真
理
・
理
論

に
お
い
て
は
仏
で
あ
る

本
覚

が
、
事

事
実
・
現
実

に
お
い
て
は
因
を
修
し
て
初
住
以
上
の
証
果
が
仏
で

あ
る

始
覚

と
い
う
教
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
智

の
正
在
報
身
論
や
六
即
義
に
よ
れ
ば
、
常
住

本
覚

よ
り
因
果

始
覚

に
力
点
が
お

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
最
澄
の
無
作
三
身
論
に
な
る
と
、
仏
身
常
住
義
に
よ
り
比
重
が
移
り
、
さ
ら
に
円
仁
・
円
珍
・
安
然

に
な
る
と
、
本
有
常
住
の
大
日
如
来
と
の
一
体
義
が
主
張
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
完
全
に
仏
身
常
住
義
に
力
点
が
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
常
住
仏
と
い
う
こ
と
は
本
覚
仏
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
仏
が
本
覚
な
ら
ば
衆
生
も
ま
た
本
覚
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
仏
教
は
本
来
、
釈
迦
が
修
行
し
て
仏
陀
に
成
っ
た
こ
と
を
手
本
と
し
て
、
我
々
衆
生
も
仏
道
を
行
じ
て
仏
果
を
求
め
る
と
い
う
始
覚

法
華
本
門
仏
と
自
然
覚
了
仏
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義
で
あ
っ
た
の
が
、
仏
陀
の
絶
対
化
が
は
か
ら
れ
、
仏
身
論
が
展
開
し
て
い
く
中
で
、
仏
は
絶
対
で
あ
る
か
ら
無
常
に
非
ず
し
て
常
住
で

あ
り
、
仏
が
も
と
も
と
仏

本
有
常
住

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
我
々
衆
生
も
ま
た
も
と
も
と
仏
で
あ
る

十
界
常
住

と
い
う
本
覚
義
と
な
っ

て
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
、

仏
教
思
想
の
本
覚
的
展
開

と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
天
台
本

覚
思
想
を
、
智

教
学
へ
の
復
古
と
い
う
使
命
を
担
っ
て
最
初
に
批
判
し
た
の
が
宝
地
房
証
真
で
あ
っ
た
。
証
真
の
本
来
自
覚
仏

本
覚

仏

批
判
が
そ
れ
で

19
あ
る
。

註１

K
ern

&
N
a
n
jio ed

.
p
.
299

２

K
ern

&
N
a
n
jio ed

.
p
.
318

319

３

高
崎
直
道

華
厳
教
学
と
如
来
蔵
思
想

（
川
田
熊
太
郎
・
中
村
元
編

華
厳
思
想

所
収
）
参
照

４

田
村
芳
朗

仏
と
法
の
問
題

（
平
川
彰
博
士
還
暦
記
念
論
集

仏
教
に
お
け
る
法
の
研
究

所
収
）
参
照

５

菅
野
博
史

中
国
法
華
思
想
を
め
ぐ
っ
て

（
同

法
華
経
の
出
現

所
収
）
参
照

６

慧
遠
の

大
乗
義
章

（
大
正
蔵
四
四
巻
四
六
五
ａ
）
に
、
劉

の
五
時
教
判
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

７

妙
法
蓮
華
経

（
大
正
蔵
九
巻
四
二
ｂ
・
四
二
ｃ
）

８

法
華
義
記

（
大
正
蔵
三
三
巻
五
七
二
ｃ
）

９

大
乗
義
章

（
大
正
蔵
四
四
巻
四
六
六
ｂ
）

10

法
華
文
句

（
大
正
蔵
三
四
巻
一
三
三
ａ
）

11

法
華
義
疏

（
大
正
蔵
三
四
巻
六
〇
四
ｂ
）

12

拙
稿

智

に
お
け
る
仏
身
論
の

察

（

天
台
大
師
研
究

所
収
）
同

智

と
吉
蔵
の
法
華
仏
身
論
の
対
比

（

天
台
学
報

四
二

号
所
収
）
参
照

13

法
華
遊
意

（
大
正
歳
三
四
巻
六
四
一
ａ
）

法
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14

智

も
吉
蔵
も
法
華
本
門
仏
を
常
住
と
見
て
い
る
が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
常
住
な
る
絶
対
者
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
日
蓮
は
法
華
本
門
仏
を
常
住
な
る
絶
対
者
と
し
て
実
体
視
し
、
そ
れ
へ
の
帰
依
を
説
い
て
い
る
が
、
智

も
吉
蔵
も
思
想
的
基

盤
は
竜
樹
の
無
自
性
・
空
に
あ
っ
た
か
ら
、
仏
身
も
究
極
的
に
は
空
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
吉
蔵
は
、
法
華
経
に
は
仏
身
常
住
が
説
か
れ
て

い
な
い
と
す
る
法
雲
の
説
を
批
判
し
な
が
ら
、
仏
身
常
住
に
執
着
す
る
こ
と
も
ま
た
不
可
で
あ
る
と
し
て
、
仏
身
の
無
所
得
・
空
を
主
張
し

て
い
る
。
仏
身
は
空
有
の
四
句
、
常

住

無
常
の
四
句
、

有

辺
無
辺
の
四
句
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
な
い
存
在
で
あ
り
、
言
語
を
超
え
た

究
極
的
な
仏
身
を
体
妙
と
言
い
、
体
妙
で
あ
り
な
が
ら
言
語
を
も
っ
て
説
く
仏
身
を
用
妙
と
言
っ
て
い
る
（

法
華
遊
意

大
正
蔵
三
四
巻

六
四
一
ｃ
）。
吉
蔵
に
よ
れ
ば
、
第
一
重
の
体
用
と
し
て
、
法
華
本
門
の
常
住
仏
が
体
、
法
華
迹
門
の
無
常
仏
が
用
、
第
二
重
の
体
用
と
し

て
、
四
句
を
絶
し
百
非
を
越
え
た
仏
身
が
体
、
開
身
方
便
顕
身
真
実
の
仏
身
が
用
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第
二
重
の
体
用
の
方
に
比
重
が

お
か
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
次
に
智

に
つ
い
て
言
え
ば
、
吉
蔵
と
同
じ
く
法
雲
の
説
を
批
判
し
て
、
法
華
経
に
仏
身
常
住

が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
な
が
ら
、
三
身
を
個
別
に
論
ず
る
こ
と
は
不
可
で
あ
り
、
三
身
は
即
一
身
、
一
身
は
即
三
身
で
あ
る
と
論
ず

る
（

法
華
文
句

大
正
蔵
三
四
巻
二
一
八
ａ
）。
す
な
わ
ち
三
身
を
個
別
的
に
分
別
し
て
論
ず
る
こ
と
は
一
往
の
相
対
的
解
釈
で
あ
り
、
再

往
の
絶
対
的
解
釈
に
よ
れ
ば
、
本
迹
の
仏
身
は
不
思
議
一
、
法
報
応
の
三
身
は
円
融
相
即
、
畢
竟
し
て
空
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
智

に
お
け
る
諸
法
実
相
、
三
諦
円
融
の
教
理
は
、
大
乗
仏
教
の
空
思
想
を
積
極
的
に
表
現
し
た
も
の
と

え
ら
れ
る
。
智

が
報
身
仏
の
常
住

を
ス
ト
レ
ー
ト
に
明
言
せ
ず
、
常
住
の
法
身
理
と
一
体
に
な
っ
た
が
故
に
報
身
仏
も
ま
た
常
住
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
原
始
仏

教
以
来
の

法
灯
明

の
伝
統
、
す
な
わ
ち
仏
の
常
住
性

絶
対
性

よ
り
法
の
常
住
性

絶
対
性

に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。

日
蓮
は
法
華
本
門
仏
の
絶
対
性
に
信
仰
の
基
盤
を
お
く
か
ら
一
仏
主
義
で
あ
る
が
、
智

は
円
融
相
即
の
実
相
理
の
絶
対
性
に
止
観
の
基
盤

を
お
く
か
ら
多
仏
主
義
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
報
身
常
住
の
一
仏
信
仰
は
日
蓮
に
至
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。

15

法
華
文
句

（
大
正
蔵
三
四
巻
一
二
九
ａ
）

16

拙
稿

最
澄
に
お
け
る
無
作
三
身
義
の

察

（

東
洋
の
思
想
と
宗
教

一
二
号
所
収
）
参
照

17

拙
稿

四
重
興
廃
思
想
の
形
成

（
渡
辺
宝
陽
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

法
華
仏
教
文
化
史
論
叢

所
収
）
参
照

18

教
時
問
答

（
天
密
三
巻
二
四
八
下
）

19

法
華
玄
義
私
記

（
旧
仏
全
二
一
巻
二
八
五
）

法
華
本
門
仏
と
自
然
覚
了
仏
（
花
野
充
道
）

二
四
八
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