
中
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
仏
法
を
説
く
こ
と
の
で
き
る
存
在
」と
し
て
定
義
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
規
定
を
行
っ
た
う
え
で
、
道
綽
は
善
知
識
に
対
し
て
西
方
に
帰
す
る
こ

と
を
勧
め
て
お
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
娑
婆
世
界
（
＝
此
土
）
は
退
処
、
浄
土
（
＝

彼
土
）
は
不
退
処
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
五
大
門
に
示
さ
れ
る

難
易
二
道
の
議
論
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
道
綽
は

自
ら
の
教
判
論
に
も
と
づ
い
て
善
知
識
の
議
論
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
空
観
の
教
え
を
説
く
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
『
法
句
経
』
の
善

知
識
を
、
往
生
浄
土
を
勧
め
る
善
知
識
へ
と
転
換
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の

こ
と
か
ら
、『
安
楽
集
』
に
お
け
る
善
知
識
と
は
、
末
法
に
生
き
る
す
べ
て
の
衆
生

に
対
し
て
易
行
道
（
＝
念
仏
三
昧
の
実
践
に
よ
る
往
生
浄
土
）
を
説
き
勧
め
、
阿
弥

陀
仏
の
西
方
極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
願
う
心
を
発
さ
せ
る
浄
土
教
の
先
達
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
道
綽
は
『
法
句
経
』
の
引
用
に
際
し
、
原
文
に
は
な
い
「
衆
生
の
与
に
善
知

識
と
作
る
べ
し
」（
浄
全
一
・
七
〇
八
上
）
と
い
う
一
文
を
付
加
し
て
い
る
。
こ
れ
を

道
綽
の
意
図
的
な
付
加
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
一
文
に
お
け
る
主
語
、
す
な
わ
ち

「
誰
」
が
衆
生
の
た
め
に
善
知
識
と
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
改
め
て
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
再
度
、
第
十
一
大
門
の
冒
頭
を
み

る
と
、「
一
切
衆
生
に
勧
む
。
善
知
識
に
託
し
て
西
に
向
か
う
意
を
作
す
べ
し
」（
浄

全
一
・
七
〇
八
上
）
と
あ
り
、道
綽
は
一
切
衆
生
に
対
し
て
「
善
知
識
の
教
え
に
依
り
、

願
生
心
を
発
す
べ
き
で
あ
る
」
と
勧
め
て
い
る
。
こ
の
直
前
に
み
ら
れ
る
「
一
切
衆

生
に
勧
む
」
を
根
拠
と
す
れ
ば
、先
の
道
綽
が
付
加
し
た
一
文
の
主
語
も
や
は
り
「
一

切
衆
生
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
は
「
一
切
衆
生
、
衆
生
の
与
に
善
知
識
と
作

る
べ
し
」
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
道
綽
は
善
知
識
に
依
る
べ
き
こ

と
を
勧
め
る
と
同
時
に
、
往
生
し
た
後
は
自
ら
も
ま
た
他
の
衆
生
の
た
め
に
善
知
識

と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
善
知
識
の
教
え
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
し
た
者
が
、
い
か
に
し
て
他
の

衆
生
の
善
知
識
と
な
り
得
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
得
生
以
後
は
菩
薩
道
を

道
綽
『
安
楽
集
』
所
説
の
「
善
知
識
」
に
つ
い
て
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『
安
楽
集
』
第
十
一
大
門
に
は
「
善
知
識
に
託
す
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
道
綽

は
偽
経
と
さ
れ
る
『
法
句
経
』
を
引
用
し
て
善
知
識
の
性
格
を
明
か
す
と
と
も
に
、

末
法
の
時
代
に
生
き
る
す
べ
て
の
衆
生
に
対
し
て
、
善
知
識
の
教
え
に
依
り
、
阿
弥

陀
仏
の
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
願
う
心
（
＝
願
生
心
）
を
発
す
べ
き
で
あ
る
と
勧
示

し
て
い
る
。
本
論
で
は
こ
の
よ
う
な
『
安
楽
集
』
に
お
け
る
善
知
識
の
用
例
を
、
第

二
大
門
な
ら
び
に
第
十
一
大
門
の
内
容
を
中
心
に
整
理
し
て
い
き
、
道
綽
が
提
示
す

る
独
自
の
善
知
識
理
解
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
た
い
。

『
安
楽
集
』
に
お
け
る
善
知
識
の
用
例
と
し
て
、
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
第
二
大
門

に
み
ら
れ
る
別
時
意
会
通
説
で
あ
る
。
道
綽
は
『
観
無
量
寿
経
』（
以
下
『
観
経
』

と
略
す
）
下
品
下
生
に
説
か
れ
る
「
十
念
往
生
」
は
単
な
る
因
を
な
す
の
み
で
あ
り
、

即
得
往
生
の
因
と
は
な
り
得
な
い
と
批
難
す
る
摂
論
系
統
の
人
師
に
対
し
て
、『
観

経
』
の
経
意
は
宿
因
に
よ
る
十
念
往
生
を
顕
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
十
念
は
決
定
順

次
往
生
で
あ
る
と
通
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宿
因
論
に
立
脚
し
、
道
綽
は
現
世

で
十
念
を
成
就
す
る
者
は
皆
過
去
世
に
お
け
る
宿
因
を
有
し
て
お
り
、
宿
因
が
あ
る

か
ら
こ
そ
現
生
に
お
い
て
必
ず
善
知
識
に
遇
う
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
は
そ
の
教
え

に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
道

綽
が
考
え
る
下
品
下
生
の
往
生
に
は
「
宿
因
」
→
「
遇
善
知
識
」
→
「
十
念
成
就
」

が
必
要
不
可
欠
と
な
り
、
諸
師
の
『
観
経
』
理
解
に
は
み
ら
れ
な
い
こ
の
宿
因
論
を

通
じ
て
、『
安
楽
集
』
に
お
け
る
善
知
識
の
必
要
性
と
い
う
も
の
を
再
提
示
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

次
に
、
道
綽
は
第
十
一
大
門
の
中
で
『
法
句
経
』
を
引
用
し
、
一
切
衆
生
が
依
る

べ
き
善
知
識
の
具
体
相
を
、「
空
・
無
相
・
無
願
の
三
三
昧
を
獲
得
し
、
畢
竟
空
の



退
転
す
る
こ
と
な
く
勝
進
し
、
あ
ら
ゆ
る
仏
道
修
行
を
具
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

明
か
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
説
示
に
よ
れ
ば
、
浄
土
に
往
生
し
た
得
生
人
こ
そ
が
ま

さ
に
善
知
識
と
な
り
得
る
存
在
で
あ
り
、
往
生
し
た
後
に
娑
婆
世
界
へ
と
還
り
、
他

の
衆
生
に
往
生
を
勧
め
る
浄
土
教
の
先
達
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
一

切
衆
生
の
得
生
以
後
の
人
格
を
善
知
識
と
し
て
敷
衍
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
安
楽

集
』
に
お
け
る
善
知
識
の
中
に
還
相
的
性
格
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
、
道

綽
に
と
っ
て
善
知
識
と
は
、
①
往
生
浄
土
の
教
え
を
説
い
た
釈
尊
で
あ
り
、
②
釈
尊

の
教
え
を
受
け
て
往
生
し
た
人
々
の
還
相
し
た
姿
で
あ
り
、
③
さ
ら
に
は
宿
因
に
よ

っ
て
善
知
識
に
遇
い
、
易
行
道
を
実
践
し
た
衆
生
の
得
生
以
後
の
人
格
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
道
綽
の
提
示
す
る
善
知
識
の
全
体
像
で
あ
る
と
結
論
づ

け
ら
れ
る
。

以
上
、『
安
楽
集
』
に
お
け
る
宿
因
論
と
善
知
識
の
還
相
的
性
格
を
通
じ
て
、
道

綽
自
身
が
第
一
大
門
に
「
前
に
生
ず
る
者
は
後
を
導
き
、
後
に
去
る
者
は
前
に
昉
い

て
、
連
続
無
窮
に
し
て
願
わ
く
ば
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
」（
浄
全
一
・
六
七
四

上
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
両
者
の
関
係
か
ら
浄
土
教
に
お
け
る
往
生
の
連
続
性

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、ま
た
『
安
楽
集
』
で
は
あ
ま
り
説
か
れ
て
い
な
い
「
還
相
」

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
再
解
釈
が
可
能
と
な
る
。

（
大
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教
学
研
究
科
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専
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期
課
程
）


