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■
国
土
荘
厳
・
仏
荘
厳
・
菩
薩
荘
厳
の
関
係
性
に
つ
い
て 

 

①
国
土→

仏→

菩
薩
の
順
序
は
+
,
観
経
/
と
同
様
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
仏
荘
厳↴

 
 
 
 
国
土
荘
厳↴

 

②
8
世
尊
我
一
心
 
帰
命
尽
十
方
 
無
碍
光
如
来
 
願
生
安
楽
国
L
と
あ
る
よ
う
に
+
願
生
偈
は
+
そ
も
そ
も

8
仏
L
と
8
国
土
L
が
は
じ
め
か
ら
う
た
わ
れ
て
い
る
3 

③
8
菩
薩
は
仏
か
ら
生
ま
れ
て
仏
の
事
業
を
翼
賛
す
る
+
た
す
け
る
意
を
も
i
て
い
る
3
仏
は
菩
薩
を
展
開
す
る
こ

と
に
よ
i
て
+
仏
自
身
を
成
就
す
る
L
8
菩
薩
荘
厳
は
不
虚
作
住
持
の
展
開
で
あ
i
て
+
仏
の
は
た
ら
き
で
あ
る
3

仏
の
利
他
の
は
た
ら
き
で
あ
る
3
仏
と
菩
薩
と
あ
る
の
で
は
な
い
3
仏
の
は
た
ら
き
が
菩
薩
L
8
不
虚
作
住
持
は
往

相
の
終
点
+
還
相
の
出
発
点
L
�
以
上
+
安
田
理
深
師
よ
り
� 

 

■
7
衆
生
世
間
清
浄
>
の
は
じ
め
の
要
約 

8
器
世
間
清
浄
L
が
お
わ
り
+
つ
づ
い
て
+ 

8
次
に
衆
生
世
間
淸
淨
を
觀
ず
+
此
の
門
の
中
に
分
て
二
の
別
と
爲
す
3
一
に
は
阿
彌
陀
如
來
の
莊
嚴
功
德
を
觀
察

す
3
二
に
は
彼
の
諸
の
菩
薩
の
莊
嚴
功
德
を
觀
察
す
3
如
來
の
莊
嚴
功
德
を
觀
察
す
る
中
に
八
種
有
り
+
文
に
至
て

當
に
目
づ
く
べ
し
L
と
は
じ
ま
る
3 

そ
し
て
8
衆
生
世
間
L
と
い
う
名
に
つ
い
て
の
問
答
が
な
さ
れ
る
3
つ
ま
り
+
仏
・
菩
薩
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て

い
る
の
に
+
な
ぜ
8
三
有
に
輪
轉
し
て
衆
多
の
生
死
を
受
る
L
と
い
う
意
味
が
あ
る
8
衆
生
L
と
い
う
名
な
の
か
と

問
う
3
そ
れ
に
つ
い
て
+
,
浄
土
論
/
を
訳
し
た
菩
提
流
支
が
同
じ
く
訳
し
た
と
さ
れ
る
,
不
増
不
減
経
/
の
8
衆

生
と
言
ふ
は
即
是
不
生
不
滅
の
義
な
り
L
を
引
用
し
て
答
え
る
3 

 

■
仏
八
種
功
徳
の
全
体
構
造
に
つ
い
て 

            

�
,
浄
土
論
講
讃
/
源
廣
宣
師
よ
り
� 

ま
ず
華
座
を
と
お
し
て
仏
の
依
る
所
を
あ
ら
わ
す
3
そ
し
て
+
仏
そ
の
も
の
は
身
口
意
の
三
業
で
あ
ら
わ
し
+
そ

の
仏
の
徳
を
他
�
大
衆
�
と
の
関
係
で
あ
ら
わ
す
の
が
8
大
衆
L
8
上
首
L
8
主
L
3 
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7
无
量
大
寶
王
 
微
妙
の
淨
花
臺
に
い
ま
す
>

此
の
二
句
は
莊
嚴
座
功
德
成
就
と
名
く
3
佛
本

何
が
故
ぞ
此
の
座
を
莊
嚴
し
た
ま
え
る
3 

 

有
る
菩
薩
を
見
そ
な
は
す
に
+
末
後
の
身
に

於
て
草
を
敷
き
て
坐
し
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三

菩
提
を
成
じ
て
+
人
天
見
る
者
の
增
上
の
信
・

增
上
の
恭
敬
・
增
上
の
愛
樂
・
增
上
の
修
行
を

生
ぜ
ず
3
是
の
故
に
願
じ
て
の
言
ま
は
く
3
我

れ
成
佛
せ
む
時
无
量
の
大
寶
王
微
妙
の
淨
花

臺
を
使せ

し
め
て
以
て
佛
の
座
と
爲せ

む
と
3 

8
无
量
L
は
,
觀
无
量
壽
經
/
に
言
ふ
が
如

し
3
8
七
寶
の
地
の
上
に
大
寶
蓮
花
王
の
座
有

り
3
蓮
花
の
一
一
の
葉
百
寶
色
を
作
す
3
八
万

四
千
の
脈
+
天
の
畫え

の
ご
と
し
3
脈
に
八
万
四

千
の
光
+
花
葉
の
小
さ
き
者
は
縱
廣
二
百
五
十

由
旬
な
り
3
是
の
如
く
の
花
に
八
万
四
千
の
葉

有
り
3
一
一
の
葉
の
間
に
百
億
の
摩
尼
珠
王
有

り
+
以
て
映
餝
と
爲
す
3
一
一
の
摩
尼
千
の
光

明
を
放
つ
+
其
の
光
は
盖が

い

の
如
し
+
七
寶
合
成

し
て
遍
く
地
の
上
に
覆
ふ
3 

釋
迦
毗
楞
伽
寶
+
以
て
其
の
臺
と
爲
す
3
こ

の
蓮
花
臺
は
八
万
の
金
剛
甄
叔
迦
寶
・
梵
摩
尼

寶
・
妙
眞
珠
網
+
以
て
嚴
餝
と
爲
る
3
其
の
臺

の
上
に
於
て
+
自
然
に
し
て
四
柱
の
寶
幢
有

り
3
一
一
の
寶
幢
八
万
四
千
億
の
須
彌
山
の
如

し
3
幢
の
上
の
寶
幔
夜
摩
天
宮
の
如
し
+
五
百

億
の
微
妙
の
寶
珠
+
以
て
映
餝
を
爲
す
3 

一
一
の
寶
珠
に
八
万
四
千
の
光
あ
り
+
一
一

の
光
八
万
四
千
の
異
種
の
金
色
を
作
す
3
一
一

の
金
光
安
樂
寶
土
に
遍
ず
+
處
處
に
變
化
し
て

各
お
の
お
の

異
相
を
作
す
3
或
は
金
剛
臺
と
爲
り
+
或

は
眞
珠
網
と
爲
り
+
或
は
雜
花
雲
の
ご
と
く
に

作
る
3
十
方
面
に
於
て
意
に
隨
て
變
現
し
+
化

し
て
佛
事
を
作
す
L
3 

是
の
如
き
等
の
事
數
量
に
出
過
せ
り
3
是
の

故
に
8
无
量
大
寶
王
微
妙
淨
華
臺
L
と
言
た
ま

へ
り
3 

■
座
功
徳
 
本
文
書
き
下
し 

7
無
量
の
宝
珠
で
飾
ら
れ
た
妙
な
る
花
の

台
う
て
な

の
王
は
h
仏
の
座

で
あ
る
>
こ
の
二
句
は
8
仏
座
を
徳
相
と
す
る
円
か
な
し
つ
ら
い
L

と
名
付
け
る
3
仏
は
因
位
の
と
き
何
故
こ
の
座
の
荘
厳
を
お
こ
し

た
の
か
3 

あ
る
菩
薩
を
見
る
と
+
仏
果
を
開
く
こ
と
に
な
る
最
後
身
の

時
+
草
を
敷
い
て
座
り
無
上
の
さ
と
り
を
完
成
し
た
が
+ 

神
々
や
人
間
は
こ
れ
を
見
て
も
+
す
ぐ
れ
た
信
+
す
ぐ
れ
た
恭
敬

心
+
す
ぐ
れ
た
愛
楽
心
+
す
ぐ
れ
た
修
行
心
が
起
こ
ら
な
い
3 

こ
の
故
に
法
蔵
菩
薩
は
+
8
私
が
仏
と
な
る
と
き
に
は
+
無
量
の

宝
珠
で
飾
ら
れ
た
精
妙
な
蓮
華
台
を
仏
座
と
し
よ
う
L
と
い
う
願

い
を
建
て
ら
れ
た
3 

8
無
量
L
と
は
+
,
観
無
量
寿
経
/
に
説
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ

る
3
8
七
宝
の
地
上
に
蓮
花
の
大
王
と
も
い
う
べ
き
大
宝
座
が
あ

る
3
そ
の
蓮
花
の
一
一
の
花
び
ら
に
は
百
宝
の
色
ど
り
が
あ
り
+

ど
の
花
び
ら
に
も
八
万
四
千
の
脈す

じ

が
あ
i
て
+
あ
た
か
も
巧
み
な

絵
の
よ
う
で
あ
る
3
一
一
の
脈
に
は
八
万
四
千
の
光
が
輝
き
+
小

さ
な
花
び
ら
で
も
縦
横
二
百
五
十
由
旬
あ
る
3
こ
の
よ
う
な
花
び

ら
が
八
万
四
千
枚
重
な
i
て
お
り
+
そ
の
一
一
の
花
び
ら
の
間
に

百
億
の
珠
が
摩
尼
宝
珠
が
飾
ら
れ
+
互
い
に
き
ら
め
き
あ
i
て
い

る
3
一
一
の
摩
尼
宝
珠
は
千
の
光
明
を
放
ち
+
そ
の
光
は
七
宝
の

天
蓋
と
な
i
て
地
上
を
遍
く
覆
i
て
い
る
3 

ま
た
そ
の
台
は
釈
迦
ビ
リ
�
ウ
ガ
宝
で
で
き
て
い
て
+
八
万
の

金
剛
石
・
ケ
ン
シ
�
ク
ガ
宝
・
浄
摩
尼
宝
珠
・
妙
真
珠
の
網
な
ど

で
飾
ら
れ
て
い
る
3
そ
の
台
の
上
に
は
+
自
然
に
四
つ
の
宝
幢

ほ
う
ど
う

が

立
ち
+
一
一
の
法
幢
は
あ
た
か
も
八
万
四
千
億
の
須
弥
山
の
よ
う

に
威
容
を
き
わ
め
て
い
る
3
幢は

た

の
上
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
宝
の

幔
幕

ま
ん
ま
く

は
夜
摩
天
宮

や

ま

て

ん

ぐ

う

の
よ
う
に
+
五
百
億
の
微
妙
な
る
宝
珠
で
飾
ら

れ
+
き
ら
め
き
あ
i
て
い
る
3 

そ
の
一
一
の
宝
珠
に
は
八
万
四
千
の
光
が
あ
り
+
一
一
の
光
は

八
万
四
千
種
類
の
金
色
を
な
し
+
そ
の
一
一
の
金
色
の
光
が
安
楽

国
の
宝
土
を
遍
く
照
ら
し
て
+
い
た
る
と
こ
ろ
種
々
な

相
す
が
た

を
あ

ら
わ
す
3
あ
る
と
き
は
金
剛
石
の
台
と
な
り
+
あ
る
と
き
は
真
珠

の
網あ

み

と
な
り
+
あ
る
と
き
は
色
と
り
ど
り
の
花
の
雲
と
な
る
よ
う

に
+
十
方
に
わ
た
i
て
意
の
ま
ま
に
変
現
し
+
教
化
と
い
う
仏
の

仕
事
を
な
す
L
と
3 

  

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
は
数
量
と
い
う
考
え
を
超
え
た
も
の

で
あ
る
3
だ
か
ら
8
無
量
大
宝
王
+
微
妙

み
み
.
う

の
浄
花
台

じ
.
う
け
だ
い

に
い
ま
す
3
L

と
の
た
ま
わ
れ
た
の
で
あ
る
3 

現
代
語
試
訳
o
7
解
読
浄
土
論
註
>
7
仏
典
講
座
>
参
照
x 
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■
座
功
徳
o
参
考
に
な
z
た
教
え
x 

①
8
浄
土
の
あ
ら
ゆ
る
功
徳
�
前
の
国
土
荘
厳
全
体
�
が
如
来
の
座
と
な
i
て
い
る
L
�
,
浄
土
論
講
讃
/
源
廣
宣

師
� 

②
・
8
蓮
華
即
ち
是
れ
一
法
句
+
こ
れ
仏
の
所
座
に
し
て
+
又
こ
れ
眷
属
の
所
座
で
あ
る
3
国
土
亦
唯
こ
れ
の
み
+

故
に
蓮
華
蔵
世
界
と
称
す
3
L 

・
8
座
は
誠
に
人
格
を
意
味
す
3
�
中
略
�
汝
の
内
な
る
徳
に
相
応
す
る
座
あ
る
こ
と
を
思
う
べ
し
3
L
�
住
岡
夜

晃
師
� 

②
8
我
々
は
直
接
仏
に
触
れ
る
の
で
は
な
い
3
座
が
我
々
と
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
3
区
別
と
い
う
も
の
に
お
い
て

接
し
て
い
る
3
区
別
な
し
に
接
す
る
と
仏
と
衆
生
と
混
乱
す
る
の
で
あ
る
3
�
中
略
� 

座
を
離
れ
て
直
接
に
仏
に
触
れ
る
と
+
触
れ
た
仏
も
人
間
で
あ
る
3
化
仏
に
な
i
て
い
る
3
掴
ん
だ
も
の
に
な
i

て
い
る
3
だ
か
ら
座
に
触
れ
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
3
座
に
ふ
れ
れ
ば
充
分
で
あ
る
3
仏
を
拝
む
こ
と
は
座
を
拝
む
こ

と
に
帰
す
る
の
で
は
な
い
か
3
座
に
触
れ
る
と
そ
こ
に
仏
が
住
立
し
て
い
ら
れ
る
3
�
中
略
� 

座
功
徳
も
は
じ
め
は
釈
尊
に
始
ま
る
3
菩
提
樹
下
に
お
い
て
草
を
座
と
さ
れ
た
3
穢
土
の
仏
は
草
を
座
と
す
る
3

草
が
仏
座
で
あ
る
3
浄
土
は
宝
の
蓮
華
が
座
で
あ
る
3
穢
土
の
個
人
的
仏
な
ら
草
で
あ
ろ
う
が
+
安
楽
浄
土
は
歴
史

を
以
て
荘
厳
さ
れ
た
蓮
華
3
人
類
が
道
を
求
め
+
道
に
迷
い
+
道
に
住
し
+
道
を
伝
え
た
悪
戦
苦
闘
の
歴
史
を
以
て

荘
厳
さ
れ
て
い
る
3
個
人
的
な
ら
草
で
あ
る
3
単
な
る
個
人
で
な
い
か
ら
+
歴
史
の
象
徴
で
あ
る
蓮
華
を
以
て
あ
ら

わ
る
の
で
あ
る
3
L
�
,
願
生
浄
土
/
安
田
理
深
師
� 

 

■
座
功
徳
o
感
想
x 

①
大
経
論
書
の
注
釈
に
観
経
が
引
用
さ
れ
+
ま
た
+
観
経
自
体
に
も
8
此
く
の
如
き
の
妙
華
は
+
是
れ
本
+
法
蔵
比

丘
の
願
力
の
所
成
な
り
L
と
あ
る
よ
う
に
+
観
経
は
8
法
蔵
菩
薩
の
本
願
を
説
く
大
経
L
が
背
景
に
あ
る
こ
と
が
あ

ら
た
め
て
う
か
が
え
る
3 

 

②
,
大
経
/
序
分
8
八
相
示
現
L
に
お
い
て
+
吉
祥
童
子
が
釈
尊
�
菩
薩
�
に
草
を
捧
げ
+
そ
の
草
の
座
の
上
で
釈

尊
は
8
微
妙
の
法
を
得
て
最
正
覚
を
成
L
i
た
3
そ
の
と
き
の
8
吉
祥
童
子
の
草
L
と
は
+
あ
ま
ね
く
衆
生
の
+
真

の
道
に
出
会
い
た
い
と
い
う
願
い
の
総
体
と
も
捉
え
ら
れ
る
3
釈
尊
は
+
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
苦
悩
と
+
そ
こ
か
ら
生

ま
れ
る
叫
び
�
願
い
�
を
課
題
と
し
+
座
と
し
て
+
菩
提
樹
の
も
と
で
阿
弥
陀
の
世
界
に
出
会
わ
れ
た
の
で
は
な
い

か
3 だ

か
ら
こ
そ
+
阿
難
は
釈
尊
を
通
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
光
明
の
輝
き
に
出
会
i
た
3
観
経
に
お
い
て
+
王
宮
の
韋

提
希
の
も
と
に
現
れ
た
釈
尊
も
+
8
身
は
紫
金
色
に
し
て
+
百
宝
の
蓮
華
に
坐
し
た
ま
え
り
L
で
あ
i
た
3
こ
こ
に

8
阿
弥
陀
に
出
会
i
た
釈
尊
L
が
+
蓮
華
座
の
釈
尊
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
う
か
が
え
る
3 

 

③
目
の
前
の
人
が
何
に
座
し
て
い
る
の
か
3
つ
ま
り
+
何
に
帰
依
し
+
何
を
立
場
と
し
て
い
る
の
か
3
師
に
出
会
う

と
は
+
そ
の
師
の
座
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
3
そ
し
て
他
人
事
で
は
な
い
+
私
の
座
が
課
題
と
な
る
3 
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7
相
好
の
光
一
尋
な
り
h
色
像
群
生
に
超
え
た

ま
え
り
> 

此
の
二
句
は
莊
嚴
身
業
功
德
成
就
と
名
く
1

佛
本
何
が
故
ぞ
此
の
如
き
身
業
を
莊
嚴
し
た
ま

ふ
と
1
有
る
佛
身
を
見
そ
な
は
す
に
F
一
丈
の
光

明
を
受
け
た
り
F
人
の
身
光
に
於
て
甚
だ
超
絶

せ
ず
F
轉
輪
王
の
相
の
如
し
1
抑
そ
も
亦
大
き
に

提
婆
達
多
の
減
ず
る
所
に
同
じ
唯
一

た
だ
い
つ

な
り
1
阿

闍
世
王
を
し
て
茲
を
以
て
亂
を
懷
か
し
む
る
こ

と
を
致
す
1

闍
耶
等
を
し
て
敢
へ
て
蟷
螂

と
う
ろ
う

の

如
く
す
F
或
は
此
く
の
如
き
の
類
な
り
1
是
の
故

に
此
の
如
き
身
業
を
莊
嚴
せ
り
1 

此
の
間け

ん

の
詁
訓
を
案
ず
る
に
六
尺
を
尋
と
曰

ふ
1
�
觀
无
量
壽
經
�
に
言
た
ま
へ
る
が
如
し
1

�
阿
彌
陀
如
來
の
身
の
高
さ
六
十
万
億
那
由
他

恒
河
沙
由
旬
な
り
1
佛
の
圓
光
は
百
億
の
三
千

大
千
世
界
の
如
し
¡
と
1
譯
者
F
尋
を
以
て
し
て

言
へ
り
F
何
ぞ
其
れ
晦く

ら

か
ら
ん
や
1 

里
舍
の
間
の
人
F
縱
橫
長
短
を
簡
ば
ず
F
咸
く

橫
に
兩
手
の
臂
を
舒
べ
て
尋
と
爲
す
と
謂
へ

り
1
若
し
譯
者
或
は
此
の
類
を
取
り
て
用
て
阿

彌
陀
如
來
の
舒
べ
た
ま
は
む
臂
に
准
じ
て
言
は

む
と
す
る
が
故
に
F
一
尋
と
稱
せ
ば
圓
光
亦
六

十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
に
徑わ

た

る
べ
し
1
是

の
故
に
�
相
好
光
一
尋
色
像
超
群
生
¡
と
言
た
ま

へ
り
1 

 

問
曰
3
,
觀
无
量
壽
經
/
に
言
た
ま
は
く
3 

8
諸
佛
如
來
は
是
れ
法
界
身
な
り
+
一
切
衆
生

の
心
想
の
中う

ち

に
入
る
3
是
の
故
に
汝
等
心
に
佛
を

想
ふ
時
+
是
の
心
即
ち
是
三
十
二
相
・
八
十
隨
形

好
な
り
3
是
の
心
作
佛
す
+
是
の
心
是
れ
佛
な

り
3
諸
佛
正
遍
知
海
は
心
想
よ
り
生
ず
L
3
是
の

義
云
何
ぞ
や
3 

 ■
身
業
功
徳
 
本
文
書
き
下
し
o
前
半
x 

7
仏
身
か
ら
の
光
は
一
尋
四
方
を
照
ら
し
h
色
像

す

が

た

は
人
々
を
超
え

て
い
る
�
> 

こ
の
二
句
は
�
仏
の
身
業
を
特
相
と
す
る
円
か
な
し
つ
ら
い
¡

と
名
づ
け
る
1
仏
は
因
位
の
と
き
F
な
ぜ
こ
の
身
業
を
荘
厳
さ
れ

た
か
と
い
う
と
F
あ
る
仏
の
身
を
見
る
と
F
一
丈
の
光
明
を
放
Ó

て
い
る
だ
け
で
F
人
身
の
光
と
大
し
て
変
わ
ら
ず
1
転
輪
王
の
相

好
の
よ
う
な
も
の
だ
1
提
婆
達
多
は
大
体
か
わ
り
が
な
く
F
た
だ

一
つ
の
相
好
が
少
な
い
だ
け
で
あ
る
1
そ
の
た
め
阿
闍
世
王
は
争

乱
の
心
を
懐
い
た
の
で
あ
る
1
サ
ン
ジ
ã
ヤ
ら
の
外
道
が
F
カ
マ

キ
リ
の
よ
う
に
身
の
程
を
わ
き
ま
え
ず
釈
尊
に
立
ち
向
か
Ó
た

の
も
こ
の
よ
う
な
た
ぐ
い
で
あ
る
1
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
身
業
を

荘
厳
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
1 

 
中
国
の
古
く
か
ら
の
教
え
に
よ
れ
ば
F
六
尺
を
一
尋
と
い
う
1

�
観
無
量
寿
経
�
ü
真
身
観
þ
で
は
�
阿
弥
陀
如
来
の
身
の
高
さ

は
六
十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬
で
あ
る
1
仏
の
円
光
は
百
億
の

三
千
大
千
世
界
の
よ
う
で
あ
る
¡
と
い
わ
れ
て
い
る
1
�
浄
土
論
�

の
訳
者
が
相
好
の
光
が
一
尋
で
あ
る
と
訳
し
た
の
は
F
な
ん
と
暗

い
こ
と
で
は
な
い
か
1 

 
里
人
た
ち
は
F
縦
横
長
短
を
い
わ
ず
F
み
な
横
に
両
手
の
ひ
じ

を
伸
ば
し
た
長
さ
を
一
尋
と
い
う
1
も
し
も
訳
者
が
こ
の
測
り
方

用
い
て
F
阿
弥
陀
如
来
が
の
ば
さ
れ
た
両
ひ
じ
の
長
さ
を
一
尋
と

す
る
な
ら
ば
F
円
光
も
ま
た
直
径
六
十
万
億
那
由
他
恒
河
沙
由
旬

と
な
る
は
ず
で
あ
る
1 

 
こ
の
ゆ
え
に
F
�
相
好
の
光
一
尋
な
り
F
色
像
群
生
に
超
え
た

ま
え
り
¡
と
い
う
1 

 

 

問
う
3
,
観
無
量
寿
経
/
に
+ 

8
諸
仏
如
来
は
法
界
身
で
あ
る
3
一
切
衆
生
の
心
想
の
中
に
入

る
3
こ
の
故
に
汝
ら
が
心
に
仏
を
想
う
時
+
こ
の
心
が
そ
の
ま
ま

三
十
二
相
八
十
随
形
好
で
あ
る
3
こ
の
心
が
仏
と
な
る
の
で
あ

り
+
こ
の
心
が
そ
の
ま
ま
仏
で
あ
る
3
諸
仏
正
遍
知
海
は
衆
生
の

心
想
よ
り
生
ず
る
L
と
説
か
れ
て
い
る
3
こ
の
意
味
は
何
か
3 

 

現
代
語
試
訳 
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答
曰
3
身
を
集
成
と
名
く
+
界
を
事
別
と
名

く
3
眼
界
の
如
き
は
根
・
色
・
空
・
明
・
作
意

の
五
の
因
縁
を
縁
じ
て
生
ず
る
を
名
け
て
眼
界

と
爲
す
3
是
れ
眼
但
自
か
ら
己
れ
が
縁
を
行
じ

て
他
縁
を
行
ぜ
ず
3
事
別
な
る
を
以
て
の
故

に
3
耳に

・
鼻
等
の
界
も
亦
是
の
如
し
3 

  

諸
佛
如
來
是
法
界
身
と
言
ふ
は
+
法
界
は
是

れ
衆
生
の
心
法
な
り
3
心
能
く
世
間
・
出
世
間

の
一
切
諸
法
を
生
ず
る
を
以
て
の
故
に
+
心
を

名
け
て
法
界
と
爲
す
3
法
界
能
く
諸
の
如
來
の

相
好
の
身
を
生
ず
3
亦
色
等
の
能
く
眼
識
を
生

ず
る
が
如
し
3
是
の
故
に
佛
身
を
法
界
身
と
名

く
3
是
の
身
+
他
の
縁
を
行
ぜ
ず
3
是
の
故
に

一
切
衆
生
心
想
の
中
に
入
る
と
な
り
3 

 

心
に
佛
を
想
ふ
時
是
の
心
即
是
三
十
二
相
八

十
隨
形
好
と
い
ふ
は
+
當
に
衆
生
の
心
に
佛
想

ふ
時
+
佛
身
相
好
衆
生
の
心
中
に
顯
現
す
る
な

り
3
譬
ば
水
淸
け
れ
ば
則
ち
色
像
現
ず
+
水
と

像
と
一
な
ら
ず
異
な
ら
ざ
る
が
如
し
3
故
に
佛

の
相
好
の
身
即
ち
是
心
想
と
言
へ
る
な
り
3 

是
心
作
佛
と
い
ふ
は
+
心
能
く
作
佛
す
と
言

ふ
な
り
3 

是
心
是
佛
と
い
ふ
は
+
心
の
外
に
佛
ま
し
ま

さ
ざ
る
な
り
3 

譬
ば
火
は
木
よ
り
出
で
て
火
+
木
を
離
れ
得

ざ
る
な
り
+
木
を
離
れ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
則

ち
能
く
木
を
燒
く
+
木
火
と
為
る
+
木
を
焼
い

て
即
ち
火
と
な
る
が
如
し
と
3 

諸
佛
正
遍
知
海
は
心
想
よ
り
生
ず
と
い
ふ

は
+
正
遍
知
は
眞
な
り
正
な
り
+
法
界
の
如
く

に
し
て
知
る
な
り
3
法
界
无
相
な
る
が
故
に
諸

佛
无
知
な
り
3
无
知
を
以
て
の
故
に
知
ら
ざ
る

こ
と
无
き
な
り
3
无
知
に
し
て
知
な
る
は
是
れ

正
遍
知
な
り
3
是
に
知
ん
ぬ
深
廣
に
し
て
測
量

す
べ
か
ら
ず
+
故
に
海
に
譬
る
な
り
3 

 

答
え
る
3
身
は
集
め
て
成
立
す
る
も
の
に
名
づ
け
る
3
界
は
領
域

の
別
に
名
づ
け
る
3
た
と
え
ば
眼
界
は
+
眼
根
�
眼
の
感
覚
器

官
�
・
色
�
そ
の
対
象
の
事
物
�
・
空
�
空
間
�
・
明
�
明
る

さ
�
・
作
意
�
見
よ
う
と
す
る
意
志
�
と
い
う
五
つ
の
因
縁
よ
り

生
ず
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
3
こ
の
場
合
+
眼
は
た
だ
眼
自
身
の

因
縁
を
行
ず
る
だ
け
で
あ
i
て
+
他
の
因
縁
に
は
か
か
わ
ら
な

い
3
そ
れ
は
領
域
が
別
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
3
他
の
耳
・
鼻
な
ど

の
界
も
ま
た
同
様
で
あ
る
3 

 
8
諸
仏
如
来
は
法
界
身
で
あ
る
L
�
,
観
無
量
寿
経
/
�
第
八

像
観
�
�
と
は
+
法
界
と
は
衆
生
の
心
で
あ
る
3
心
は
+
世
間
・

出
世
間
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
を
生
起
す
る
か
ら
+
心
を
法
界
と
い

う
3
法
界
す
な
わ
ち
心
は
ま
た
諸
々
の
如
来
の
相
好
の
身
を
生
起

す
る
3
そ
れ
は
色
な
ど
の
因
縁
に
よ
i
て
眼
識
を
生
ず
る
よ
う
な

も
の
で
あ
る
3
だ
か
ら
仏
身
を
法
界
身
と
い
う
の
で
あ
る
3
こ
の

身
は
+
他
の
眼
・
耳
な
ど
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
3
こ
の
故
に
+

一
切
の
衆
生
の
心
想
の
中
に
入
る
と
い
う
の
で
あ
る
3 

  8
心
に
仏
を
想
う
と
き
+
こ
の
心
が
そ
の
ま
ま
三
十
二
相
八
十
随

形
好
で
あ
る
L
と
は
+
衆
生
が
心
に
仏
を
想
う
と
き
+
仏
身
の
相

好
が
衆
生
の
心
の
中
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
3
た
と
え

ば
+
水
が
澄
ん
で
い
れ
ば
も
の
の
像
が
う
つ
さ
れ
る
3
水
と
像
と

は
一
つ
で
は
な
い
が
+
さ
り
と
て
異
な
る
も
の
で
も
な
い
3
だ
か

ら
仏
の
相
好
の
身
が
そ
の
ま
ま
衆
生
の
心
の
想
い
で
あ
る
+
と
い

う
の
で
あ
る
3
8
こ
の
心
が
仏
と
作
る
L
と
は
+
衆
生
の
仏
を
想

う
心
が
仏
を
作
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
3 

 
8
こ
の
心
が
そ
の
ま
ま
仏
で
あ
る
L
と
は
+
こ
の
衆
生
の
作
仏

身
の
ほ
か
に
仏
は
ま
し
ま
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
3 

 
た
と
え
ば
+
火
は
木
か
ら
生
じ
る
か
ら
+
火
は
木
を
離
れ
て
は

い
な
い
3
木
を
離
れ
な
い
か
ら
木
を
焼
く
こ
と
が
で
き
+
そ
れ
で

木
が
火
と
な
る
の
で
あ
り
+
さ
ら
に
木
を
焼
い
て
火
は
火
と
な
る

の
で
あ
る
3 

 
8
諸
仏
正
遍
知
海
は
心
想
よ
り
生
ず
る
L
と
は
+
8
正
遍
知
L

と
は
真
で
あ
り
正
で
あ
i
て
+
法
界
そ
の
ま
ま
に
知
る
の
で
あ

る
3
法
界
は
無
相
で
あ
る
か
ら
+
そ
れ
を
知
る
8
諸
仏
L
は
ま
た

無
知
で
あ
る
3
無
知
だ
か
ら
知
ら
な
い
こ
と
が
な
い
3
無
知
で
あ

i
て
し
か
も
知
で
あ
る
の
が
正
遍
知
で
あ
る
3
だ
か
ら
こ
そ
+
そ

の
智
慧
が
+
深
く
+
広
く
+
は
か
り
し
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

8
海
L
に
た
と
え
る
の
で
あ
る
3 
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■
身
業
功
徳
o
参
考
に
な
z
た
教
え
x 

①
8
法
界
L…

い
く
つ
か
の
異
な
i
た
意
味
を
も
つ
3
ま
ず
意
識
の
対
象
+
考
え
ら
れ
る
も
の
の
意
で
+
十
八
界
の

一
つ
3
ま
た
+
存
在
す
る
も
の
の
意
で
+
有
為
法
・
無
為
法
す
べ
て
を
指
す
3
さ
ら
に
+
事
物
の
根
源
+
存
在
の
基

体
の
意
を
表
し
+
し
ば
し
ば
真
理
そ
の
も
の
�
真
如
�
と
同
義
と
さ
れ
る
3
�
,
岩
波
仏
教
辞
典
/
� 

②
8
法
界
身
L…
法
界
身
は
真
如
法
界
そ
の
も
の
を
仏
身
と
み
た
も
の
で
+
そ
れ
は
衆
生
の
心
に
あ
ら
わ
れ
る
と
す

る
3
�
,
仏
典
講
座
/
� 

③
,
観
無
量
寿
経
/
の
像
観
の
言
葉
を
定
善
の
内
容
だ
け
で
読
め
ば
+
定
善
で
す
3
�
中
略
�
定
観
の
内
容
と
し

て
+
意
識
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
仏
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
限
り
は
仏
は
見
え
な
い
3
む
し
ろ
仏
が
見
え
る
と
い
う

の
は
向
こ
う
か
ら
現
れ
て
く
る
3
華
座
観
の
と
こ
ろ
で
は
住
立
空
中
と
出
て
い
ま
し
た
が
+
見
よ
う
と
思
i
て
見
た

の
で
は
な
い
3
韋
提
希
が
本
当
に
礼
拝
し
た
と
こ
ろ
に
如
来
現
れ
た
も
う
3
是
心
是
仏
と
い
う
け
れ
ど
も
+
こ
の
是

心
は
迷
い
の
意
識
で
見
た
の
で
は
な
い
3
出
遇
i
た
意
識
が
見
て
い
る
の
で
す
3
そ
こ
に
心
が
転
じ
て
い
る
3
つ
ま

り
+
迷
い
の
意
識
が
信
心
に
転
じ
て
い
る
3
だ
か
ら
親
鸞
聖
人
は
こ
の
言
葉
を
8
信
巻
L
に
用
い
ら
れ
る
の
で
す
3

8
是
の
心
作
仏
す
3
是
の
心
+
是
れ
仏
な
り
3
是
の
心
の
外
に
異
仏
ま
し
ま
さ
ず
L
+
こ
の
信
の
ほ
か
に
+
ほ
か
の

仏
が
ま
し
ま
す
わ
け
で
は
な
い
3
�
中
略
�
私
共
の
迷
い
の
中
に
+
迷
い
を
破
i
て
本
願
に
頷
く
心
が
生
ず
る
3
私

共
の
小
さ
な
心
が
大
悲
を
分
か
る
の
で
は
な
い
3
し
か
し
+
私
共
の
小
さ
な
心
を
破
i
て
大
悲
が
響
く
3
む
し
ろ
向

こ
う
が
こ
ち
ら
を
照
ら
し
て
い
る
3
こ
れ
に
出
遇
i
て
み
れ
ば
+
そ
の
心
以
外
に
ど
こ
か
に
仏
が
い
る
の
で
は
な

い
3
拝
む
こ
と
の
で
き
る
心
が
仏
の
心
で
あ
る
3
こ
れ
が
是
心
是
仏
・
是
心
作
仏
で
す
3
�
中
略
� 

で
す
か
ら
+
如
来
の
身
業
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
+
じ
つ
は
衆
生
の
回
心
で
す
3
衆
生
の
意
識
が
仏
に
出
遇

う
こ
と
が
で
き
た
と
こ
ろ
に
+
如
来
の
身
の
用
き
が
現
れ
た
も
う
3
如
来
の
光
は
ど
こ
に
あ
る
か
3
如
来
の
光
に
遇

i
た
も
の
+
つ
ま
り
衆
生
の
意
識
に
あ
る
3
衆
生
の
意
識
に
如
来
の
用
き
が
現
れ
た
も
う
3
�
,
一
心
ノ
華
/
第
十

二
巻
 
本
多
弘
之
師
� 

  ■
身
業
功
徳
o
感
想
x 

①
論
註
下
巻
に
8
凡
夫
衆
生
身
口
意
の
三
業
に
罪
を
造
る
を
以
て
三
界
に
輪
転
し
て
窮
ま
り
や
む
こ
と
あ
る
こ
と
な

け
ん
3
こ
の
故
に
諸
仏
菩
薩
+
身
口
意
の
三
業
を
荘
厳
し
て
も
i
て
衆
生
の
虚
誑
の
三
業
を
治
す
る
な
り
L
と
あ

る
3
つ
ま
り
+
身
口
意
を
も
i
て
生
き
る
衆
生
に
合
わ
せ
て
+
同
じ
身
口
意
と
な
i
て
は
た
ら
く
方
便
で
あ
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
3 

②
こ
こ
で
仏
の
身
と
は
8
光
明
L
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
3
ま
さ
に
8
尽
十
方
無
碍
光
如
来
L
の
名
の
通
り

の
仏
身
で
あ
る
3
光
明
の
は
た
ら
き
と
は
+
私
が
照
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
3
8
照
ら
さ
れ
る
L
と
は
+
私

が
言
い
当
て
ら
れ
+
同
時
に
受
け
止
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
3
た
だ
言
い
当
て
ら
れ
て
終
わ
り
で
は
な

い
3
す
で
に
私
を
深
く
受
け
止
め
た
う
え
で
の
光
明
で
あ
る
か
ら
こ
そ
+
そ
の
言
い
当
て
ら
れ
た
私
を
私
と
し
て
受

け
取
i
て
生
き
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
3 

 
光
明
の
出
ど
こ
ろ
+
或
い
は
仏
の
は
た
ら
き
の
出
ど
こ
ろ
に
は
+
闇
に
沈
む
私
が
い
る
3
こ
の
こ
と
は
+
8
仏
本

何
が
故
ぞ
◯
◯
を
荘
厳
し
た
も
う
L
と
+
各
荘
厳
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
+
本
�
根
本
�
に
闇
に
沈
む
衆
生
の
す
が

た
が
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
3 
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如来
にょらい

微妙声
みみょうしょう

 梵響聞
ぼんこうもん

⼗⽅
じっぽう

（如来の微妙の声 梵の響⼗⽅に聞こゆ） 島根班⼤下良⼦ 

この⼆句は荘厳⼝業功徳成就と名づく 
仏もと何がゆえぞこの荘厳を興したまえると。ある如来の名の尊かざるに似る、外道しゃ

（⾞を推す）⼈、瞿曇姓と称するがごとし、道を成ずるに声をいうに、ただ梵天を徹すを⾒
す。このゆえに願して⾔わく。われ成仏せんに、妙声遥かに布きて、聞かんものの忍を悟ら
しめんと。このゆえに如来微妙声 梵響聞⼗⽅と⾔えり。 

解読 
この⼆句は荘厳⼝業功徳成就と名づく 
仏はもと、なぜこの荘厳を興されたかというと、ある如来を⾒られるに、その名はかなら

ずしも尊ばれていないようである。たとえば仏をおとしめようとする外道が、クドンとその
姓をよびすてにして仏を軽んじている。このように、仏が道を成じられてもその名はただ梵
天にとどくばかりで（⼗⽅に聞こえないので）ある。 

だから私が仏となるからには、その妙なる名声をはるか⼗⽅のはてまで、およばぬところ
のないようにゆきわたらせ、聞く者すべてをして無⽣法忍をさとらしめよう、と願っていわ
れたのである。 

だから「如来の微妙の声 梵の響⼗⽅に聞こゆ」といわれているのである。 
語句の解説 
＊外道しゃ（⾞を推す）⼈ 

（⾞を推し反すとは、順ぜざるに謂うなり）とあるように、仏に順わず、かえっておとしめ
ようとたくらむ外道のこと。 
＊瞿曇・・・・釈尊の⽣家の本姓。 

祖先に瞿曇仙⼈というものがあったので、これが姓となったという。いまは外道が仏を軽
んじる意で呼ばれているが涅槃経で「瞿曇⼤聖」と呼ばれるときは仏の尊称の意。 
＊ただ梵天を徹すを⾒す。 
知度論、巻九に「仏の説法の声、梵天に⾄る」とある。俗界の最⾼天たる梵天にまでは徹
とうするが、その域以上を出ないということ。 

＊無⽣法忍・・・無⽣法に触れたということ。この今の⼀瞬に⽣があるということが無限の
光の意味をもつ。こういう体験が無⽣法忍。仏になることを求めて歩く必要がなく、その
ままに仏を確信している。 

 
本多弘之述「⼀⼼ノ華」第⼗⼆巻「⼝業功徳」より＊（⼝業・・⾔葉となって⽤く） 
如来の⼝業、つまり⾔葉となって⽤くという点で、この世に現れたもうた応化⾝としての

釈尊というみ名には限界がある。釈尊という⼀⼈の⼈間の存在は⾮常に⼤きい存在という
意味をもっていますが、⼀⼈の存在というものは、具体的な⽤きということになると、時間
的にも空間的にも限定され、たとえすれ違っていても⽤きを持たないことが多い。曇鸞⼤師
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はそういう問題を出されて、浄⼟において本願が如来の⼝業を荘厳するという意味を出し
ている。 

それは衆⽣の顛倒、或は虚妄の⼝業というものを破らんがために如来の⼝業を荘厳する。
⼈間は⾔葉をもった存在であり、そこに⼈間らしい誤りというものも無限に⽣まれる。⼝業
ということが、⼈間は⽣まれるのと同時に社会をもつので⾔葉という限りにおいて⼀⼈の
⾔葉ではない。（⼀⼈なら怒鳴ってもいいが・・・）⾔葉に出されるとその⾔葉というもの
は消せないほどの傷を残す。 

正しい⾔葉を使うとなると⼤変に難しい。正しい⾔葉を吐くような主体でない間は、どれ
だけ正しく使おうと思っても、⾔葉というものが正しくなってこない。 

曇鸞⼤師は⼝業の問題は憍慢とおさえている。憍慢という⾼ぶる⼼が衆⽣の⼝業を間違
わせるもとにある。そしてその⽤きが正法を誹謗するという間違いを犯し、間違った⾏為が
苦を引いてくる。こういう衆⽣の誤りに対応して如来が⼝業を荘厳する。 

⼈間存在が迷える存在であり、苦悩の存在であるということの⼀番の根に⾔葉を使うこ
とがあり、⾔葉をもつがゆえに分別が深い。 

如来の⼝業は如来の声を衆⽣に聞かしめんとして、そのために⾃らが仏の名をもつのだ。 
浄⼟の主である阿弥陀が声をもって衆⽣に呼びかける。そのかたちは名号である。名は⼀

つの⾔葉である。 
⼈間は⾔葉において迷い⾔葉によって苦しんでいる。 
⾔葉の⾏為というものは、衆⽣の⼝業が憍慢という煩悩をかかえた存在として起こす⼝

業である限り、本当の⼀如の⾔葉が使えない。⼀如の⾔葉が聞けない。そこに南無阿弥陀仏
という、「罪業深重の⾝を回⼼懴悔して本願を信ぜよ」と呼びかけられる声のもとに、私の
罪業深重なる邪⾒驕慢なる存在を知らしめる。それが如来の⼝業であろう。 

如来の声が響く、聞こえる⾝になるということは、今までの⾝と違う意味をもった⾝、つ
まり仏法の⾝になることである。 

曇鸞⼤師が如来の⼝業というのは名号であると解釈をしてくださっている。 
「和顔愛語」良い⾔葉だなあ、と思うけれども思ったそばから愛語でない⾔葉が出てくる。

私共の煩悩の⽣活というものは根本的には正語にはならない。正語というのは如来のみが
成し得る仕事である。 

私共は⾃分で正しいと思い込んで⾔葉を使い、使い損なっては悩み、反省し、罪の意識に
苦しむ。「正しい⾔葉を使え」といわれたことがまた⼈間を苦しめる。そういう⼈間の⼝業
の誤りの根を押さえて名号を呼びかける。名号は⼈間の⼝業が根元的に迷っている、根源的
に誤っているという⾃覚を与えるもの。そしてその罪業を翻すものとして如来の⼝業が呼
びかけている。 

名号が説法である。私共はその声が聞こえない。⽿が育っていないから波⻑があわない。
本願が呼びかけている波⻑になるためにはこちらの⽿が育たなければならないのに、⽿の
責任を忘れて⼀向に聞こえてこないのは衆⽣の憍慢である。 
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⼈間の⾔葉は⼈間分別を助⻑する。つまり聞法というのも、私共は聞けば聞くほど憍慢に
なるところがある。付け加えるために学ぶのではない。捨てるために学ぶのだ。邪⾒憍慢の
命であることを徹底して教えていただくということを抜きにすると何のために聞いている
のかが根本から間違ってくる。 

天親菩薩の⾔葉、「⼈間はとにかく⾃⾝を恭敬、供養したいという存在で、我執深き存在
だということがどうしても破れない」と。如来の声を聴き難い存在であると。仏法を適当に
聞くが破る⾔葉として聞こえない存在を名号のみが破る。無数の⾔葉が破るのではない。名
号この⼀語が破る。如来の⼝業が名号となって我々の上に呼びかける。如来の⼝業は名号で
ある。 

梵響聞⼗⽅、響きという字が使われていて、鐘の⾳がゴーンと鳴ると、空気の震動として
こちらの⾝が震えると。聞法することが聞く主体を変え、聞くような⾝にし、主体を育てて
いく。それを響きをもつという。⾔葉が響かないのは⼈間の濁りなのでしょう。 

聞法をするということは⾔葉をたくさん覚えることではなくて、仏法の⾔葉に響くよう
な⽿をもつということ。単に⼈間⽣活だけが価値ではないということを聞いていくのです。 

名号⼀ついただいているということが「憶念弥陀仏本願」で、いつも憶念し続けられる。
何か迷った感情が起こってきても、どれだけ煩悩が起こってきても、その⽣活の中に名号⼀
点を確保すればいつでもそこに⽴ち戻れる。忘れる存在である凡夫の⽇常レベルの⽣活の
ただ中に割って⼊って如来の声が響かんが為に名号が与えられている。 
感想 
聖典に親しむ会の学習会に参加させて頂いて、論註の構成をお聞きしてもすぐ忘れ、語句

が分からず調べてみてもその内容が理解し難く分からないことばかりですが、曇鸞⼤師の
解釈、天親菩薩のお⾔葉とお聞きすると、遥か彼⽅から声が聞こえて来るような気がします。
私達の姿をはっきり⾒られて⼀語⼀語教えて下さるのだなと、⾃分を隠しきれないのだな
と思わされます。先⽣⽅のご苦労のおかげで今年も論註に触れることができました。お礼申
し上げます。 

 

9 / 18



 

1 
 

四
︑
⼼
業
功
徳
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

堀
⽥ 

み
す
⼦ 

 
 

同
地

ど
う
ぢ

⽔
⽕
⾵

す
い
か
ふ
う

 
 

地ぢ

・
⽔す

い

・
⽕か

・
⾵ふ

う 
 
 

虚
空

こ
く
う

無
分
別

む
ふ
ん
べ
つ

 
 

虚
空

こ
く
う

に
同ど

う

じ
て
分
別

ふ
ん
べ
つ

な
か
ら
ん
︑
と
︒ 

現
代
語
訳 

 
こ
の
⼆
句
は
荘
巌
⼼
業
功
徳
成
就
と
名
づ
け
る
︒ 

 
仏
は
も
と
︑
な
ぜ
こ
の
莊
厳
を
興
さ
れ
た
か
と
い
う
と
︑
あ
る
如
来
を
⾒
ら

れ
る
の
に
︑
法
を
説
く
場
合
︑
こ
れ
は
⿊
︵
悪
︶
こ
れ
は
⽩
︵
善
︶
こ
れ
は
⿊
で

も
な
く
⽩
で
も
な
く
︵
無
漏
︶︑
こ
れ
は
下
法
・
中
法
・
上
法
・
上
上
法
と
説
く
︒ 

こ
の
よ
う
な
無
量
の
差
別
の
品
類
が
あ
x
て
︑
法
そ
れ
⾃
体
に
分
別
が
あ
る
か

の
よ
う
に
う
け
と
ら
れ
る
︒ 

 
だ
か
ら
︑
私
が
仏
と
な
る
か
ら
に
は
︑
⼤
地
が
も
の
を
荷
負
す
る
の
に
軽
・
重

を
わ
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
︑
⽔
が
も
の
を
う
る
お
し
成
⻑
さ
せ
る
の
に
悪

草
・
薬
草
を
区
別
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
︑
⽕
が
も
の
を
煮
た
き
す
る
の
に

芳
ば
し
い
・
臭
い
の
別
が
な
い
よ
う
に
︑
⾵
が
ふ
き
お
こ
る
の
に
眠
れ
る
者
と

⽬
覚
め
て
い
る
者
と
に
差
を
つ
け
な
い
よ
う
に
︑
空
間
が
も
の
を
う
け
い
れ
る

の
に
ま
だ
あ
い
て
い
る
・
も
う
⼀
ぱ
い
だ
と
い
う
念
が
な
い
よ
う
に
︑
こ
の
よ

う
に
無
分
別
の
⼼
を
内
に
得
て
︑
衆
⽣
を
外
な
る
万
差
の
す
が
た
に
安
ん
ぜ
し

め
︑
虚
⼼
に
往
x
て
真
実
に
満
た
さ
れ
て
帰
る
こ
と
こ
こ
に
き
わ
ま
る
よ
う
に
︑

と
願
x
て
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒ 

 
だ
か
ら
﹁
地
・
⽔
・
⽕
・
⾵
・
虚
空
に
同
じ
く
し
て
︑
分
別
無
か
ら
ん
﹂
と
の

た
も
う
の
で
あ
る
︒ 

 
仏
の
⼼
が
分
別
な
く
平
等
で
差
別
が
な
い
よ
う
に
︑
内
に
全
て
の
も
の
を
受

け
⽌
め
る
︒
地
・
⽔
・
⽕
・
⾵
を
た
と
え
て
⽰
し
て
い
る
︒ 

光
明
︑
名
号
︑
⼤
悲
︵
本
願
の
意
︶
と
い
う
と
こ
ろ
で
仏
の
姿
を
顕
し
て
い
る
︒ 

  

■
分
別
あ
る
に
似
た
り
︵
⾴
43
２
⾏
︶ 

 
・
仏
法
だ
か
ら
分
別
が
な
い
の
に
分
別
が
あ
る
よ
う
に
衆
⽣
の
⽅
が
分
別
し

て
い
る
︒ 

■
⾵
の
起
発
す
る
に
︵
⾴
43
２
⾏
︶ 

 
睡
悟
の
差
な
き
が
ご
と
く
︒ 

 
・
寝
て
い
る
⼈
も
起
き
て
い
る
⼈
も
⾵
は
そ
の
⼈
に
向
か
x
て
吹
い
て
い
る
︒

差
を
つ
け
な
い
︒ 

■
こ
れ
を
内
に
得
て
物
を
外
に
安
く
す
︵
⾴
43
２
⾏
︶ 

 
・
無
分
別
の
⼼
を
も
x
て
衆
⽣
を
救
う
︒ 

■
虚
し
く
往
き
て
実
ち
て
帰
る
︵
⾴
43
９
⾏
︶ 

 
・
な
に
も
な
し
で
往
x
て
充
実
し
て
帰
x
て
く
る
︒ 

 
・
衆
⽣
を
救
う
実
現
す
る
︒ 

 
・
如
来
に
出
逢
x
て
地
・
⽔
・
⽕
・
⾵
の
世
界
を
受
け
⽌
め
る
︒ 

■
こ
れ
息
む
に
お
い
て
︵
⾴
43
９
⾏
︶ 

 
・
き
わ
ま
る
︒
や
り
つ
く
し
て
⽌
め
る
︒ 

 
・
虚
し
い
事
が
終
る
︒ 
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2 
 

︵
以
下
 

本
多
弘
之
述
﹁
⼀
⼼
の
華
﹂
第
⼗
三
巻
の
要
約
︶ 

⼀
︑ 
如
来
の
⼼
業 

慮
知
分
別
の
意
識
︑
理
性
の
意
識
を
も
x
た
ま
ま
理
性
の
沈
黙
せ
ざ
る
を

得
な
い
よ
う
な
領
域
に
出
遇
う
こ
と
を
教
え
る
︒ 

如
来
の
⼼
業
か
ら
如
来
の
願
⼼
が
起
こ
x
て
き
た
名
号︵
南
無
阿
弥
陀
仏
︶

に
よ
x
て
⾃
⼒
の
分
別
を
破
ら
れ
︑
⼀
念
の
と
こ
ろ
に
無
分
別
の
利
益
が

私
た
ち
の
上
に
与
え
ら
れ
る
︒ 

・
⾃
然
界
の
ご
と
く
に
宿
業
の
存
在
を
引
き
受
け
て
差
別
し
な
い
︒ 

・
因
縁
所
⽣
の
宿
業
に
同
じ
て
分
別
が
な
い
︒ 

・
衆
⽣
の
条
件
を
選
ば
な
い
︒ 

・
⼈
間
的
条
件
の
分
別
が
な
い
︒ 

・
平
等
の
光
︑
平
等
の
⼼
で
有
無
の
分
別
・
是
⾮
・
善
悪
の
分
別
を
し
な

い
︒ 

・
宿
業
の
存
在
を
引
き
受
け
て
差
別
を
し
な
い
︒ 

⼆
︑ 

⾃
然
界
の
様 

⼤
地
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
載
せ
て
重
た
い
と
か
軽
い
と
か
い
わ
な
い
︑
⽔

は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
潤
し
て
好
き
嫌
い
を
い
わ
な
い
︒ 

⽕
と
い
う
も
の
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
焼
い
て
︑
こ
れ
は
⼤
切
だ
か
ら
焼
か

な
い
で
お
こ
う
と
か
︑
こ
れ
は
嫌
い
だ
か
ら
焼
い
て
や
ろ
う
と
か
と
い
う

分
別
が
な
い
︒
⽕
は
因
縁
に
よ
x
て
焼
け
る
の
で
あ
る
︒ 

空
間
と
い
う
も
の
は
そ
れ
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
︑
開
い
て
い
る
か
と
い

う
よ
う
な
こ
と
に
は
無
関
係
で
あ
る
︒
⾃
然
界
と
い
う
も
の
に
は
分
別
が

な
い
︒ 

宿
業
の
存
在
を
引
き
受
け
て
差
別
を
し
な
い
︒ 

如
来
は
無
分
別
で
あ
り
因
縁
所
⽣
の
事
実
の
ま
ま
に
な
れ
る
︒
⼈
間
は
こ

こ
ろ
よ
り
お
こ
る
病
︵
精
神
の
事
実
で
あ
る
⾃
我
意
識
︶
と
⾝
よ
り
お
こ

る
病
︵
⽣
理
的
事
実
で
あ
る
因
縁
所
⽣
の
事
実
︶
で
分
別
す
る
︒ 

三
︑ 

無
疑
無
慮
乗
彼
願
⼒
︵
法
の
深
⼼
︶ 

⼀
⼼
帰
命
と
い
う
こ
と
が
成
り
⽴
て
ば
無
分
別
を
作
る
の
で
な
く
し
て
無

分
別
の
利
益
を
い
た
だ
く
︒ 

本
願
に
寄
扽
す
る
と
こ
ろ
に
︑
分
別
に
苦
し
む
私
が
分
別
を
超
え
る
こ
と

が
出
来
る
︒ 

如
来
平
等
の
⼼
業
に
出
遇
う
の
は
⼀
⼼
帰
命
で
あ
り
聞
法
を
通
し
て
本
願

⼒
を
聞
き
︑
仏
願
の
⽣
起
本
来
を
聞
く
︒ 

仏
法
が
教
え
る
無
分
別
と
い
う
の
は
虚
妄
分
別
を
破
る
こ
と
で
あ
る
︒ 

四
︑ 

如
来
⼼
業
の
解
釈 

天
親
菩
薩 

 
地
⽔
⽕
⾵
虚
空
に
同
じ
て
分
別
無
か
ら
ん
と
表
現
し
て
い
る
︒ 

親
鸞
聖
⼈ 

 
﹁
信
巻
﹂
で
天
台
⼤
師
の
⾔
葉
を
と
ら
れ
て
﹁
⼼
と
は
慮
知
な
り
﹂
と
い

わ
れ
て
い
る
︒ 

⼈
間
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
包
む
⼗
⼋
界
︵
六
根
・
六
境
・
六
識
︶
が
⼈
間
存

在
の
全
経
験
を
包
む
法
で
あ
る
︒ 

⿓
樹
菩
薩 

 
﹁
有
無
の
邪
⾒
を
破
す
べ
し
﹂ 

⼈
間
は
思
想
を
も
ち
︑
ど
う
し
て
も
偏
x
て
く
る
︒
分
別
の
偏
り
を
も
x
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3 
 

て
い
る
の
が
⼈
間
で
あ
る
と
⾔
わ
れ
て
い
る
︒ 

曇
鸞
⼤
師 

 
﹁
問
う
て
⽈
く
⼼
は
是
れ
覚
知
の
相
な
り
︒
云
何
ぞ
地
⽔
⽕
⾵
に
同
じ

て
分
別
無
き
こ
と
を
得
べ
き
耶
﹂
と
︒ 

意
識
作
⽤
は
知
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
︑
知
る
の
が
意
識
で
あ

る
が
︑
地
⽔
⽕
⾵
は
知
る
と
い
う
作
⽤
を
も
た
な
い
︒ 

﹁
答
え
て
⽈
わ
く
︒
⼼
は
知
の
相
な
り
と
雖
も
︑
実
相
に
⼊
ら
ば
則
ち
無

知
な
り
﹂ 

⼼
は
知
る
と
い
う
こ
と
が
相
だ
け
れ
ど
円
成
実
性
︑
或
は
真
実
性
と
も
い

わ
れ
︑
意
識
の
実
相
に
⼊
れ
ば
意
識
の
実
相
そ
の
も
の
に
な
れ
ば
︑
そ
れ

は
知
り
な
が
ら
知
ら
な
い
と
い
う
⾔
い
⽅
を
す
る
︒ 

① 

⾃
我
意
識 

・
⼈
間
が
⽣
き
て
い
る
事
実
は
分
別
す
る
︒ 

・
純
粋
に
も
の
を
⾒
る
と
か
聞
く
と
か
︑考
え
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
な
い

こ
と
︒ 

・
⾃
我
中
⼼
の
思
い
込
み
で
︑今
ま
で
の
経
験
で
教
育
さ
れ
蓄
積
し
て
き
た

こ
と
で
判
断
し
︑
聞
い
た
り
感
じ
た
り
す
る
こ
と
︒ 

・
具
体
的
な
事
実
に
善
悪
の
判
断
に
動
く
こ
と
︒ 

② 

虚
妄
分
別 

・
因
縁
に
な
り
き
x
た
意
識
で
あ
り
︑
起
こ
x
た
事
実
を
対
象
化
し
て
︑
そ

こ
に
原
因
を
尋
ね
た
り
恨
み
を
も
つ
こ
と
︒ 

③ 

依
他
起 

・
縁
に
依
x
て
起
こ
る
︒縁
起
と
い
う
の
は
⾃
我
が
な
い
の
で
実
体
も
な
い
︒ 

④ 

遍
計
所
執 

・
⾃
我
意
識
が
絡
ん
だ
意
識
で
あ
り
虚
妄
に
分
別
す
る
︒ 

⑤ 

因
縁
所
⽣ 

・
因
縁
意
識
の
事
実
で
あ
る
︒︵
⽣
⽼
病
死
︶ 

⑥ 

無
分
別 

・
実
体
化
を
破
x
た
意
識
︑
虚
妄
分
別
を
破
x
た
意
識
︒ 

⑦ 

無
為 

・
実
体
が
⽣
滅
し
な
い
の
で
な
く
︑
⾃
覚
す
る
こ
と
に
よ
x
て
増
え
た
り
︑

⾃
覚
し
な
い
こ
と
に
よ
x
て
減
x
た
り
し
な
い
︒ 

⑧ 

有
為 

・
意
識
の
あ
る
こ
と
︒ 

・
さ
ま
ざ
ま
の
因
縁
に
よ
x
て
⽣
じ
た
現
象
︒ 

・
絶
え
ず
⽣
滅
し
て
無
常
な
こ
と
︒ 

⑨ 

摂
取
不
捨
の
願
⼼ 

・
衆
⽣
の
条
件
を
選
ば
な
い
︒ 

・
⼈
間
的
条
件
の
分
別
が
な
い
︒ 

・
⼤
悲
⼼
と
い
う
如
来
平
等
の
⼼
業
を
い
た
だ
け
る
︒ 

 

︵
感
想
︶ 

⼈
間
の
判
断
︑
価
値
観
︑
我
⾒
を
通
し
て
苦
し
め
る
現
象
は
︑
⾃
分
を
苦
し
め
る

た
め
に
起
こ
x
て
い
る
の
だ
と
い
う
思
い
込
み
︑
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
苦
し
め

ら
れ
る
⾃
我
の
執
着
に
よ
る
苦
悩
で
あ
る
︒ 

⼈
間
苦
悩
の
根
元
は
分
別
の
と
こ
ろ
に
あ
り
︑
因
縁
所
⽣
の
事
実
を
受
け
⽌
め
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4 
 

ら
れ
な
い
︒ 

⾃
我
中
⼼
の
⼼
が
破
ら
れ
︑
変
わ
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
知
ら
さ
れ
ま
す
︒

如
来
の
平
等
の
⼼
業
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
︑
⾃
⼰
に
⽬
覚
め
さ
せ
ら
れ
る

と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
た
だ
き
ま
し
た
︒ 
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□　

広
島
・
島
根
班　

□　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寺
岡
一
途

上
首
功
徳

如
須
弥
山
王　
勝
妙
無
過
者

此
二
句
名
荘
厳
上
首
功
徳
成
就　

仏
本
何
故
起
此
願　

見
有
如
来　

衆
中
或
有
強
梁
者　

如
提

婆
達
多
流
比　

或
有
国
王
与
仏
並
治　

不
知
甚
推
仏　

或
有
請
仏
以
他
縁
癈
忘　

有
如
是
等
似
上

首
力
不
成
就　

是
故
願
言　
我
為
仏
時　

願
一
切
大
衆　

無
能
生
心
敢
与
我
等　

唯
一
法
王
更
無

俗
王　

是
故
言　

如
須
弥
山
王
勝
妙
無
過
者

須
弥
山
王
の
如
く
勝
妙
に
し
て
過
ぐ
る
者
無
し　

こ
の
二
句
は
荘
厳
上
首
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。

仏
本
な
ん
が
ゆ
え
ぞ
こ
の
願
を
起
し
た
ま
へ
る
。

あ
る
如
来
を
見
そ
な
は
す
に
、
衆
の
な
か
に
あ
る
い
は
強
梁
の
も
の
あ
り
。

き
ょ
う
り
ょ
う

提
婆
達
多
の
流
比
の
ご
と
し
。
あ
る
い
は
国
王
、
仏
と
並
び
治
め
て
、
は
な
は
だ
仏
に
推
る
こ
と

た
ぐ
い

ゆ
ず

を
知
ら
ざ
る
あ
り
。
あ
る
い
は
仏
を
請
じ
て
他
縁
を
も
っ
て
廃
忘
す
る
こ
と
あ
り
。
か
く
の
ご
と

き
等
の
上
首
の
力
成
就
せ
ざ
る
に
似
た
る
あ
り
。

こ
の
ゆ
え
に
願
じ
て
言
く
、

「
わ
れ
仏
と
な
る
時
、願
は
く
は
一
切
の
大
衆
、よ
く
心
を
生
じ
て
、あ
へ
て
わ
れ
と
等
し
き
こ
と

な
く
、
た
だ
ひ
と
り
法
王
と
し
て
さ
ら
に
俗
王
な
か
ら
ん
」
と
。

こ
の
ゆ
え
に
「
如
須
弥
山
王　

勝
妙
無
過
者
」
と
い
へ
り
。

【
語
句
】

・
強
梁
（
き
ょ
う
り
ょ
う
）
手
に
お
え
な
い
ほ
ど
強
い
こ
と

・
上
首
（
じ
ょ
う
し
ゅ
）
一
座
の
衆
僧
中
の
指
導
的
中
心
人
物
。
集
団
の
長

・「
請
仏
以
他
縁
廃
忘
」

　

阿
耆
達
王
と
い
う
も
の
が
、
仏
を
一
夏
の
安
居
に
招
請
し
て
お
き
な
が
ら
、
夏
が
く
る
こ
ろ
に

　
　

は
自
分
の
慰
安
の
た
め
に
す
っ
か
り
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
仏
に
迷
惑
を
か
け
た
。

主
功
徳

天
人
丈
夫
衆　

恭
敬
遶
瞻
仰

此
二
句
名
荘
厳
主
功
徳
成
就　

仏
本
何
故
起
此
荘
厳　

見
有
仏
如
来　

雖
有
大
衆　

衆
中
亦
有

不
甚
恭
敬　

如
一
比
丘
語
釈
迦
牟
尼
仏　

若
不
与
我
解
十
四
難　

我
当
更
学
余
道　

亦
如
居
迦
離

1

16 / 18



謗
舎
利
弗　

仏
三
語
而
三
不
受　

又
如
諸
外
道
輩　

仮
入
仏
衆　

而
常
伺
求
仏
短　

又
如
第
六
天

魔
常
於
仏
所
作
諸
留
難　

有
如
是
等
種
種
不
恭
敬
相　

是
故
願
言　

使
我
成
仏
天
人
大
衆
恭
敬
無

惓　
所
以
但
言
天
人
者　

浄
土
無
女
人
及
八
部
鬼
神
故
也　

是
故
言　

天
人
丈
夫
衆
恭
敬
遶
瞻
仰

　

天
人
丈
夫
衆　
恭
敬
し
繞
り
瞻
仰
す　

こ
の
二
句
は
荘
厳
主
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。
仏
本
な
ん
が
ゆ
え
ぞ
こ
の
荘
厳
を
起
し
た
ま
へ
る
。

あ
る
仏
如
来
を
見
そ
な
は
す
に
、
大
衆
あ
り
と
雖
も
、
衆
の
中
に
亦
甚
だ
恭
敬
せ
ざ
る
あ
り
。

一
の
比
丘
、
釈
迦
牟
尼
仏
に
、「
も
し
わ
が
た
め
に
十
四
の
難
を
解
せ
ず
は
、
わ
れ
ま
さ
に
さ
ら
に

余
道
を
学
す
べ
し
」
と
語
り
し
が
ご
と
し
。

亦
、居
迦
離
、舎
利
弗
を
謗
じ
て
、仏
三
た
び
語
り
た
ま
ひ
し
に
三
た
び
受
け
ざ
り
し
が
ご
と
し
。

く

か

り

又
、
も
ろ
も
ろ
の
外
道
の
輩
、
か
り
に
仏
衆
に
入
り
て
つ
ね
に
仏
の
短
を
伺
ひ
求
め
し
が
ご
と

し
。又

、
第
六
天
の
魔
、
つ
ね
に
仏
の
所
に
お
い
て
も
ろ
も
ろ
の
留
難
を
な
し
し
が
ご
と
し
。

か
く
の
ご
と
き
等
の
種
々
の
恭
敬
せ
ざ
る
相
あ
り
。

こ
の
ゆ
え
に
願
じ
て
言
く
、

「
わ
れ
成
仏
せ
ん
に
、
天
・
人
大
衆
、
恭
敬
し
て
惓
む
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
」
と
。

た
だ
「
天
・
人
」
と
い
う
所
以
は
、
浄
土
に
は
女
人
お
よ
び
八
部
鬼
神
な
き
が
ゆ
え
な
り
。

こ
の
ゆ
え
に
「
天
人
丈
夫
衆　

恭
敬
し
繞
り
瞻
仰
す
」
と
い
へ
り
。

【
語
句
】

・「
十
四
難
」　

外
道
か
ら
の
十
四
の
問
詰
、
問
難
、
即
ち
十
四
難
に
対
し
て
、
仏
陀
は 
そ
れ
に
答

　
　

え
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
と
し
て
、
是
と
も
非
と
も
答
え
な
か
っ
た
。

・「
居
迦
離
謗
舎
利
弗　

仏
三
語
而
三
不
受
」　

解
読109

頁
注

・「
如
第
六
天
魔
常
於
仏
所　

作
諸
留
難
」
解
読109

頁
注

・
瞻
仰
（
せ
ん
ぎ
ょ
う
）
仰
ぎ
見
る
こ
と　

敬
い
慕
う
こ
と

【
考
察
】

▽
器
世
間
の
主
功
徳
と
衆
生
世
間
の
主
功
徳
と
の
関
係

○
器
世
間
の
主
功
徳
成
就

「
正
覚
阿
弥
陀　

法
王
善
住
持　

こ
の
二
句
は
荘
厳
主
功
徳
成
就
と
名
づ
く
。
仏
本
な
ん
が
ゆ
え
ぞ
こ
の
願
を
興
し
た
ま
へ
る
。

あ
る
国
土
を
見
そ
な
は
す
に
、
羅
刹
君
と
な
れ
ば
、
す
な
わ
ち
率
土
あ
ひ
す
。
宝
輪
、
殿
に
駐
ま
れ
ば
す

な
わ
ち
四
域
虞
ひ
な
し
。
こ
れ
を
風
の
靡
く
に
譬
ふ
。
あ
に
本
な
か
ら
ん
や
。
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こ
の
ゆ
え
に
願
を
興
し
た
ま
へ
り
。

「
願
は
く
は
わ
が
国
土
に
は
つ
ね
に
法
王
ま
し
ま
し
て
、
法
王
の
善
力
に
住
持
せ
ら
れ
ん
」
と
。

「
住
持
」
と
は
、
黄
鵠
、
子
安
を
持
て
ば
、
千
齢
か
へ
り
て
起
り
、
魚
母
、
子
を
念
持
す
れ
ば
、
□
を
経
て

壊
せ
ざ
る
が
ご
と
し
。
安
楽
国
は
正
覚
の
た
め
に
よ
く
そ
の
国
を
持
せ
ら
る
。
あ
に
正
覚
の
事
に
あ
ら
ざ
る

こ
と
あ
ら
ん
や
。
こ
の
ゆ
え
に
「
正
覚
阿
弥
陀　

法
王
善
住
持
」
と
い
へ
り
。」

器
世
間
の
仏
を
方
便
化
身
土
の
仏
と
と
ら
え
る
と
、こ
の
主
を
持
つ
と
は
世
間
道
を
生
き
て
い
た

存
在
（
羅
刹
を
君
と
し
て
生
き
て
い
た
我
）
が
、
浄
土
（
法
）
を
求
め
る
存
在
と
な
る
と
い
う
こ
と

を
表
わ
し
て
い
る
。
法
に
よ
っ
て
住
持
さ
れ
る
存
在
と
な
る
こ
と
。
聞
法
生
活
を
指
し
て
い
る
。

○
衆
生
世
間
の
仏
荘
厳
の
主
功
徳
成
就

衆
生
世
間
の
仏
を
真
仏
土
の
仏
と
と
ら
え
る
と
、こ
の
主
功
徳
成
就
と
は
真
実
信
心
の
行
者
の
内

的
風
景
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
「
衆
中
亦
有
不
甚
恭
敬
」
と
は
私
自
身
の
こ
と
で
は
な
い
か

比
丘
・
・
・
仏
の
法
を
解
釈
し
て
説
こ
う
と
す
る　

自
分
の
理
性
を
信
頼
す
る

居
迦
離
・
・
・
仏
の
言
葉
を
受
け
入
れ
な
い　

驕
慢　

如
来
無
視　
自
己
の
判
断
を
信
頼
す
る

第
六
天
の
魔
・
・
・
こ
の
世
の
種
々
の
欲
楽
を
求
め
る　

自
己
の
欲
楽
を
信
頼
す
る

「
わ
れ
成
仏
せ
ん
に
、
天
・
人
大
衆
、
恭
敬
し
て
惓
む
こ
と
な
か
ら
し
め
ん
」

主
功
徳
成
就
と
は
、

　

邪
見　

大
法
を
恭
敬
せ
ず
、
自
己
の
理
性
で
法
を
も
て
あ
そ
ぶ
自
己　

　

驕
慢　

善
知
識
の
言
葉
を
受
け
入
れ
な
い
驕
慢
な
自
己

　

名
利
心　

仏
の
所
に
い
て
名
利
を
求
め
る
自
己

そ
の
よ
う
な
仏
を
恭
敬
す
る
こ
と
の
無
い
自
己
の
姿
を
照
ら
し
だ
さ
れ
る
こ
と
。

　

衆
生
世
間
の
仏
荘
厳
中
の
「
大
衆
功
徳
・
上
首
功
徳
・
主
功
徳
」
は
機
の
深
信
を
表
わ
し
て
い
る

と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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