
本

尊

と

は
何

か
廣

田

頼

道

一
、
は
じ
め
に

私
達
が
信
心
修
行
を
し
て
い
く
時
、
本
尊
と
は
大
切
な
存
在
で

あ
り
ま
す
。

な
ら
ば
、
本
尊
と
は
信
心
上
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
質

問
に
対
し
て
、
答
え
ら
れ
る
人
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
ほ

と
ん
ど
の
人
が
膨
大
な
概
念
を
整
理
す
る
こ
と
が
出
来
ず
断
片
的

に
し
か
答
え
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
も
道
理
を
立
て
て

教
示
し
て
頂
い
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

二
十
六
世
日
寛
上
人
が

「観
心
本
尊
抄
文
段
」

倉
小
四
ノ
三
二

六
頁
）
に

「文
底
深
秘
ノ大
法
本
地
難
思
ノ境
智
冥
合
久
遠
元
初
ノ
自
受
用
報

身
本
有
無
作
ノ事
二

念
三
千
ノ南
無
妙
法
蓮
華
経
フ
為
ン
テ
根
本
一ト

尊
二
敬
ス之
↓故
二名
勲
本
尊
一卜也
」
。

と
示
さ
れ
、
根
本
と
為
し
て
こ
れ
を
尊
敬
す
、
だ
か
ら

「本
尊
」

と
い
う
ん
だ
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
前
段

の
意
味
は
、
何
を
含
ん
で
い
る
の
か
。
老
若
男
女
、
誰
で
も
分
に

相
応
し
て
分
る
の
か
と
い
う
と
日
蓮
正
宗
の
本
尊
は
こ
れ
に
決

っ

て
い
る
ん
だ
か
ら
、
信
じ
て
い
れ
ば
い
い
ん
だ

で
云
え
ば
こ
う
だ
と
い
う
結
論
重
視
の
考
え
で
今
日
迄
や
っ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
こ
れ
で
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
信
心
す
る
者
達
だ
け

の
自
己
満
足
で
な
く
、
何
故
、
根
本
な
の
か
、
何
故
尊
敬
し
な
く

て
は
い
け
な
い
の
か
、
何
故
本
尊
な
の
か
、
こ
の
本
尊
に
何
が
こ

め
ら
れ
、
何
を
表
わ
し
、
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
日

蓮
大
聖
人
は
御
書
の
中
で
、
ど
う
い
う
も
の
だ
と
説
示
さ
れ
て
い

る
の
か
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
伝
え
て
こ
そ
、　
一
切
の
人
々
に
妙
法

の
縁
を
確
か
に
結
ぶ
こ
と
が
出
来
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
法
華
経
に
対
す
る
考
え
方

が
あ
り
ま
す
。

法
華
経
は

一
切
の
御
経
の
中
で
最
勝
の
経
、
最
第

一
の
経
と
表

わ
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
最
勝
、
最
第

一
の
経
だ
と
理
解
し
て
い

る
人
が
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
こ
う
考
え
ろ
と
い
う
強
制
で

あ
り
納
得
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
大
切
な
の
は
、
何
故
最
勝
な
の
か
、

何
故
最
第

一
な
の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
信
心
と
は

金
科
玉
条
の
様
な
も
の
を
強
制
さ
れ
て
有
難
が
り
、
授
け
て
頂
い

た
と
隷
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
納
得
し
た
喜
び
を
持

っ
て
、
何

故
こ
う
な
の
か
を
、
縁
す
る
人
々
に
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ

ば
、
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

て 一

来 言
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本
尊
に
し
て
も
、
「根
本
と
為
て
こ
れ
を
尊
敬
す
、
故
に
本
尊

と
名
く
る
な
り
」
で
は
、
自
身
の
納
得
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

何
故
根
本
な
の
か
？
　
何
故
尊
敬
す
る
の
か
？
　
何
故
本
尊
な
の

か
？
　
本
尊
は
私
達
の
生
命
と
は
こ
う
な
ん
だ
と
い
う
根
本
命
題

を
説
明
し
、
伝
え
て
く
れ
て
い
る
は
ず
で
す
か
ら
、
私
達
自
身
の

こ
と
が
表
示
さ
れ
て
あ
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
な
ら
ば
押
し
頂
く

の
で
は
な
く
、
自
分
で
自
分
の
生
命
の
こ
と
を
確
認
し
喜
び
、
他

人
に
も
、
お
ま
え
も
こ
う
な
ん
だ
か
ら
、
大
切
に
信
じ
た
方
が
良

い
よ
、
と
伝
え
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
こ
れ
に
過
ぎ
る
こ
と
は
な

い
と
思
い
ま
す
。

今
迄
の
時
代
、
私
達
が
教
え
ら
れ
て
来
た
こ
と
は
、
有
難
い
か

ら
、
有
難
が
れ
、
ど
う
こ
う
い
う
と
眼
が

つ
ぶ
れ
る
と
い
う
よ
う

に
、
あ
げ
奉

っ
て
物
知
ら
ず
、
上
か
ら
押
し
着
せ
ら
れ
て
、
皆
ん

な
も
そ
う
し
て
い
る
か
ら
、
そ
う
だ
ろ
う
、
他
人
に
対
し
て
も
、

有
難
が
れ
有
難
が
れ
で
や

っ
て
来
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
の
本
懐
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

拙
い
荒
凡
夫
の
理
解
力
や
心
で
も
、
本
尊
に
向
い
、
「
私
は
こ
ん

な
に
尊
か

っ
た
ん
だ
」
と
納
得
し
、
喜
び
、
信
じ
、
縁
す
る
人
々

に
こ
の
喜
び
を
伝
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
本
当
の
本
尊
に
表
示
さ
れ

た
姿
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
本
尊
を
自
分
自
身
の
こ
と
と
し
て
考
え

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
、
こ
の
文
章
を
書
き
は
じ
め
た
次
第

で
あ
り
ま
す
。

二
、
何
を
表
現
し
よ
う
と
し

て
本
尊
が
あ
る
の
か

「
本
尊
間
答
抄
」
（全
集
三
六
五
頁
）
に

「法
華
経
の
題
目
を
以
て
本
尊
と
す
べ
し
」

と
あ
り
ま
す
。

ｎ

本
尊
と
は
法
華
経
の
題
日
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
又
、

「法
師
品
」
（開
結
二
九

一
頁
）
の
中
に
は
、

「
経
巻
所
住
の
処
に
は
皆
応
に
七
宝
の
塔
を
起
て
て
極
め
て
高
広

厳
飾
な
ら
令
む
べ
し
、
復
舎
利
を
安
ん
ず
る
こ
と
を
須
い
じ
所

以
は
何
ん
此
の
中
に
は
已
に
如
来
の
全
身
有
す
」

と
あ

っ
て

０
　
釈
尊
等
の
人
格
的
存
在
を
表
現
し
た
仏
像
や
、
舎
利
を
本

尊
と
す
る
の
で
は
な
く
。

０
　
釈
尊
、　
一
切
の
諸
仏
並
に
森
羅
万
象
を
存
在
さ
せ
て
い
る
、

法
を
本
尊
と
し
、

０
　
法
華
経
に
あ
ら
わ
れ
る
宝
塔
と
重
ね
て
理
解
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
こ
と
を
右
の
経
文
は
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

涅
槃
経
の
第
四
如
来
性
品

「
本
尊
間
答
抄
」
（全
集
三
六
五
頁
）

に
は
、
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「
復
次
に
迦
葉
諸
仏
の
師
と
す
る
所
は
所
謂
法
な
り
是
の
故
に
、

如
来
恭
敬
供
養
す
、
法
常
な
る
を
以
て
の
故
に
諸
仏
も
亦
常
な

り
」

と
示
し
、

ロ
　
ツし
」
に
は
法
と
諸
仏
が

一
箇
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
法
の

意
味
、
内
容
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
「本
尊
抄
送
状
」
（全
集
二
五
五
頁
）
に
、
も
う

一
歩
踏
み
込
ん
で

「
仏
滅
後
二
千
二
百
二
十
余
年
末
だ
此
の
書
の
心
有
ら
ず
、
困
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
る
の
輩
は
師
弟
共
に
霊
山
浄
上
に
詣
で
て
三
仏
の
顔
貌
を

拝
見
し
た
て
ま

つ
ら
ん
」

と
示
し
、

口
　
師
弟
共
に
相
寄

っ
て
こ
そ
、
霊
山
浄
土
に
詣
で
三
世
十
方

の
法
華
経
を
信
じ
修
行
し
、
成
仏
を
遂
げ
た

一
切
の
仏
と
相
い
ま

み
え
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

加
え
て
こ
こ
で
は
、

０
　
こ
の

「本
尊
抄
送
状
」
の
時
点
で
は
、
こ
の

「本
尊
抄
」

に
示
さ
れ
た
内
容
の
心
と
い
う
も
の
は
、
ま
だ
明
ら
か
と
な

っ
て

居
ら
ず
完
結
し
て
い
な
い
こ
と
を
断
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。こ

の
こ
と
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
生
涯
に
お
い
て
、
自
ら
の
発
述

顕
本
は
、
竜
の
日
の
法
難
に
お
い
て
成
さ
れ
て
い
る
が
、
師
弟
共

に
霊
山
浄
土
に
詣
で
る
と
云
う
、
真
の
師
弟
不
二
と
い
え
る
本
懐

の
状
況
に
は
、
今
だ
至

っ
て
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
、

そ
の
状
況
が
成
さ
れ
れ
ば
、
刹
那
に
成
仏
の
境
智
を
得
る
こ
と
が

出
来
る
こ
と
を
予
告
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

日
蓮
大
聖
人
は

「
周
書
異
記
」
を
根
拠
に
し
て
、
釈
尊
の
生
涯

を
、
周
の
昭
王
二
年

（ＢＣ

一
〇
二
九
）
四
月
八
日
生
～
周
穆
王
五

十
二
年

（
ＢＣ
九
四
九
）
二
月
十
五
日
没
と
、
解
釈
し
、
計
算
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
を
基
準
に
計
算
す
る
と
、
「
観
心
本
尊
抄
」
を
書

か
れ
た
文
永
十
年
四
月
二
十
五
日
は
、
仏
滅
後
二
千
二
百
二
十
二

年
目
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

御
本
尊
が
、
仏
滅
後
二
千
二
百
三
十
余
年
と
変
化
す
る
の
は
、

文
永
十
二
年
か
ら
で
あ
り
、
身
延

へ
の
入
山
と
、
こ
の
入
山
に
ま

つ
わ
る
日
蓮
大
聖
人
の
仏
法
流
布
観
の
変
化
が
、
二
十
余
年
か
ら

二
十
余
年

へ
の
変
遷
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
身
延
入
山
二
年
目
の
文
永
十
二
年
は
、
仏
滅
後
二
千
二
百
二

十
四
年
目
で
し
か
な
く
、
三
十
年
代
に
は
六
年
も
足
り
な
い
の
で

あ
り
ま
す
。

佐
渡
か
ら
幕
府

へ
上
り
、
三
度
目
の
国
諌
を
し
た
時
、
幕
府
の
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自
ら
の
権
力
、
権
利
、
権
勢
の
安
泰
を
心
配
は
し
て
も
、
心
底
、

国
を
思
い
、
衆
生
を
思
う
気
持
は
な
く
、
国
主
と
し
て
の
徳
な
き

こ
と
を
知

っ
た
日
蓮
大
聖
人
は
、
今
迄
の
幕
府
が
、
法
華
経
の
信

仰
を
受
持
し
、
邪
教
を
捨
て
る
な
ら
ば
、　
一
国
の
衆
生
は
右

へ
倣

え
で
広
宣
流
布
さ
れ
る
と
考
え
て
来
た
も
の
を
、　
一
人

一
人
の
衆

生
が
、
強
制
で
も
押
し
着
せ
で
も
な
く
、
納
得
と
喜
び
を
持

っ
て

心
の
底
か
ら
真
実
の
妙
法
を
信
じ
て
こ
そ
成
仏
す
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。　
一
切
衆
生
の
成
仏
こ
そ
が
、
広
宣
流
布
で
あ
る
の

だ
か
ら
、
師
弟
双
方
に
心
の
底
か
ら
の
妙
法
受
持
が
な
け
れ
ば
意

味
が
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
妙
法
が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば

必
ず
そ
の
師
弟

一
箇
の
現
証
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
予
知

し
、
文
永
十
二
年
の
、
仏
滅
後
二
千
二
百
三
十
余
年
に
六
年
遠
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
将
来
に
確
心
を
持

っ
て
、
二
千
二
百
三
十
余

年
の
表
現
に
変
え
た
と
思
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
熱
原
法
難
の
ピ
ー
ク
は
弘
安
二
年

（
一
二
七
九
）

で
す
か
ら
、
仏
滅
後
二
千
二
百
二
十
八
年
目
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

こ
れ
も
、
二
千
二
百
三
十
余
年
と
は
計
算
上
言
え
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。

で
は
、
「本
尊
抄
送
状
」
の

「未
だ
、
此
の
書
の
心
有
ら
ず
」

と
は
、
こ
の
書
の

「
師
弟
共
に
」

の
表
現
と
、
「本
尊
抄
」
以
後
の
日
蓮
大
聖
人
の
事
跡
を
考
え
る

時
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
熱
原
法
華
講
衆
並
に
日
蓮
日
興
の
師
弟

一
箇
の
法
華
経
本
来
の
師
弟
観
、
成
仏
観
、
本
尊
観
が
、
こ
れ
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
「此
の
書
の
心
」
と
な
る
の
で
あ
り
ま

す
。こ

れ
ら
の

「身
延
入
山
」
コ
一千
二
百
三
十
余
年
」
に
加
え
て
、

文
永
十
二
年
六
月
期
よ
り
、
（富
士
年
表
上
十
九
頁
）

「
日
興
の
教
化
に
よ
り
駿
河
熱
原
滝
泉
寺
寺
家
下
野
房
日
秀

・
越

後
房
日
弁

・
少
輔
房
日
禅

・
三
河
房
頼
円
及
び
在
家
若
千
帰
伏

し
て
弟
子
と
な
る

（熱
原
譜
）

０
６
月
滝
泉
寺
大
衆
の
改
宗
に
よ
り
院
主
等
謗
徒
の
追
害
起
こ

る

（熱
原
譜
と

等
の
不
穏
な
事
件
が
起
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も

「此
の
書
の

心
」
が
表
わ
れ
る
予
兆
を
日
蓮
大
聖
人
は
感
じ
て
い
た
と
思
え
る

の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
、
竜
の
日
法
難
に
お
け
る
発
述
顕
本
は
、
日
蓮
大
聖
人
の

み
の
境
涯
で
あ
り
、
熱
原
法
難
こ
そ
が
、
師
弟

一
箇
の
真
の
発
述

で
あ
り
、
真
の
顕
本
で
あ
り
、
日
蓮
大
聖
人
の
出
世
の
本
懐
、
宗

旨
で
あ
る
と
思
う
で
の
あ
り
ま
す
。
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
は

宗
旨
の
建
立
さ
れ
た
と
云
う
日
で
は
な
く
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
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教
え
が
建
て
ら
れ
た
と
云
う
日
で
あ

っ
て
、
そ
の
時
点
に
は
、
法

華
経
身
読
も
、
弟
子
の
存
在
も
本
尊
建
立
も
、
発
述
顕
本
も
、
師

弟

一
箇
も
皆
無
で
あ
る
為
に
、
断
じ
て
こ
の
日
を

コ
否
日建
立
会
」

等
と
い
っ
て
い
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
あ
ま

り
に
も
当
宗
は
、
こ
の
た
て
わ
け
を
信
心
の
上
で
大
切
に
し
て
こ

な
か

っ
た
と
思
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（全
集
三
六
六
頁
）
「本
尊
間
答
抄
」
に
は

「本
尊
と
は
勝
れ
た
れ
る
を
用
う
べ
し
」

と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
に
云
う

「
勝
」
と
は
、
勝
れ
た
法
門
、

何
が
勝
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
「
法
華
最
勝
」
と
云
わ
れ
る
様

に
、
法
と
し
て
最
も
勝
れ
て
い
る
法
。　
一
切
衆
生
成
仏
の
法
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
相
手
に
勝
利
す
る
と
い
う
勝
負
の
勝
で
は

な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
勝
劣
の
劣

っ
て
い
る
法
と
は

一
切
衆
生
成

仏
の
証
し
が
無
く
、
女
性
は
成
仏
出
来
な
い
と
か
、
悪
人
は
成
仏

出
来
な
い
と
か
、
条
件
、
制
約
が
規
定
づ
け
ら
れ
る
教
え
を
云
う

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
か
ら
、
、

０
　
勝
れ
た
る
法
で
な
け
れ
ば
本
尊
と
成
り
得
ぬ
。
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
次
に
、

０
と
し
て
、
日
蓮
大
聖
人
は
、
本
尊
は
、
自
分
の
創
作
で
は
な

い
と
し
て
、
「本
尊
間
答
抄
」
（全
集
三
六
六
頁
）

「末
代
今
の
日
蓮
も
仏
と
天
台
と
の
如
く
法
華
経
を
以
て
本
尊
と

す
る
な
り
、
そ
の
故
は
、
法
華
経
は
釈
尊
の
父
母
、
諸
仏
の
眼

目
な
り
釈
迦
大
日
総
じ
て
十
方
の
諸
仏
は
法
華
経
よ
り
出
生
し

給

へ
り
故
に
今
能
生
を
以
て
本
尊
と
す
る
な
り
」

と
示
し
、　
一
切
を
生
み
出
す
能
生
こ
そ
が
本
尊
で
あ
る
こ
と
を
教

示
さ
れ
て
い
る
。
又
、
「新
尼
御
前
御
返
事
」
（全
集
九
〇
六
頁
）

に
は

「
日
蓮
が
重
恩
の
人
な
れ
ば
扶
け
た
て
ま

つ
ら
ん
た
め
に
此
の
御

本
尊
を
わ
た
し
奉
る
な
ら
ば
十
羅
刹
定
め
て
偏
頗
の
法
師
と
を

ぼ
じ
め
さ
れ
な
ん
」

と
し
て
、
日
蓮
の
創
作
や
私
有
物
で
は
な
い
為
に
、
仏
法
に
照
し

不
公
平
や
私
情
を
加
え
る
下
附
を
し
た
な
ら
ば
、
法
華
守
護
の
諸

天
、
十
羅
刹
に
、
そ
の
こ
と
を
見
と
が
め
ら
れ
る
と
云
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
又
、
加
え
て
、
本
尊
と
は
法
で
あ
り

「本
尊

間
答
抄
」
（全
集
三
七
三
頁
）

「此
の
本
尊
は
世
尊
説
き
お
か
せ
給
い
て
後
二
千
二
百
三
十
余
年

が
間

一
間
浮
提
の
内
に
い
ま
だ
ひ
ろ
め
た
る
人
候
は
ず
、
漢
土

の
天
台
、
日
本
の
伝
教
ほ
ぼ
し
ろ
し
め
し
て
い
さ
さ
か
ひ
ろ
め

給
は
ず
。
」

と
示
し
、
本
来
備

っ
て
い
る
法
と
、
本
尊
を
同
義
に
示
し
、
教
機

時
国
教
伝
流
布
の
前
後
の
条
件
を
満
し
て
こ
そ
表
わ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
満
さ
な
け
れ
ば
、
幽
閉
、
死
蔵
と
な

っ
て
、　
一
切
衆
生
に
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伝
わ
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

０

　
一
切
を
生
み
出
す
、
能
生
の
立
場
で
な
け
れ
ば
、
本
尊
と

拝
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
、
世
間
に
流
布
す
る
、
真
言
の
信

心
を
破
折
し
て

「
本
尊
問
答
抄
」
（全
集
三
六
六
頁
）

「
仏
は
所
生
、
法
華
経
は
能
生
、
仏
は
身
な
り
、
法
華
経
は
神
な

り
、
然
れ
ば
則
ち
、
本
像
画
像
の
開
眼
供
養
は
法
華
経
に
か
ぎ

る
べ
し
而
る
に
今
木
画
の
二
像
を
も
う
け
て
大
日
仏
眼
の
印
と

真
言
を
以
て
開
眼
供
養
を
な
す
は
最
も
逆
な
り
」

と
示
さ
れ
、
法
華
経
か
ら
仏
が
生
れ
、
仏
は
肉
体
で
あ
り
、
法
華

経
は
神
で
あ
る
。
と
、
「法
前
仏
後
」
を
示
し
、
か

つ
、
法
華
経

に
よ

っ
て
の
み
、
こ
れ
ら
は

一
箇
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
表

わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

的
　
本
尊
と
す
べ
き
法
も
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
日
、
開
眼

供
養
の
法
も
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
蓮
大

聖
人
の
示
さ
れ
た
仏
法
は
、

南
無
妙
法
蓮
華
経
の
法
。

南
無
妙
法
蓮
華
経
の
本
尊
。

南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
。

南
無
妙
法
蓮
華
経
の
佛

（成
仏
）
。

と
、
ズ
レ
る
こ
と
な
く

一
貫
し
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
あ
り
、
余

経
の
混
じ
る
意
味
を
持
た
な
い
仏
法
な
の
で
あ
り
ま
す
。
故
に
、

大
日
如
来
の
本
地
も
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
地
も
、
三
世
十
方
の

一

切
諸
仏
の
本
地
も
、
総
て
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
あ
る
わ
け
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
大
日
如
来
を
本
尊
と
し
て
作
り
、
大
日
経
を
以

っ
て

開
眼
供
養
を
し
て
い
る
世
間
の
有
様
は
本
地
南
無
妙
法
蓮
華
経
を

忘
れ
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
に
逆
ら
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。さ

て
、
本
尊
の
姿
に
関
し
て

「
観
心
本
尊
抄
」

（全
集
二
二
九

頁
）
に
は
、

「木
画
二
像
に
於
て
は
外
典
、
内
典
共
に
之
を
許
し
て
本
尊
と
為

す
其
の
義
に
於
て
は
天
台

一
家
よ
り
出
で
た
り
、
草
木
の
上
に

色
心
の
因
果
を
置
か
ず
ん
ば
木
画
の
像
を
本
尊
に
特
み
奉
る
こ

と
無
益
な
り
」

と
示
し
ま
す
。
こ
の
前
の
所
に
は
十
如
は
有
情
。　
一
念
三
千
は
有

情
非
情
に
わ
た
る
と
示
さ
れ
、

０
　
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
本
尊
と
は
、
有
情
非
情
に
渡
る
三
千

大
千
世
界
の
生
命
全
て
の
成
仏
の
為
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
意
義
付
け
が
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
こ
の
世
の
中

は
人
間
だ
け
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
人
間
以

外
の
生
命
の
存
在
が
あ

っ
て
、
人
間
も
自
然
の

一
部
分
と
し
て
生

か
し
て
も
ら
っ
て
い
る
分
け
で
あ
り
ま
す
。
「
万
物

の
霊
長
」
等

と
い
う
形
容
は
、
人
間
の
増
上
慢
か
ら
出
た
言
葉
で
、
と
ん
で
も
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な
い
‐――‐
＝
い
な
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
人
間
以
外
の
成
仏
ま

で
説
か
な
け
れ
ば
、
人
――――
の
成
仏
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
意
味
か
ら
、
本
尊
を
木
や
紙
に
示
す
の
で
あ
り
ま
す
。

ｍ
　
有
情
、
非
情
に
わ
た
る
こ
と
の
な
い
本
尊
の
表
現
で
あ
る

な
ら
ば
、
無
意
味

（無
益
）
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
で
あ
り
本
尊
は
、

「
観
心
本
尊
抄
」
（全
集
二
四
六
頁
）

「
一
念
三
千
の
仏
種
に
非
ず
ん
ば
有
情
の
成
仏
木
画
二
像
の
本
尊

は
有
名
無
実
な
り
」

有
情
、
非
情
、
森
羅
万
象
の
生
命
全
て
に
わ
た
る
、

側
　

一
念
三
千
の
仏
種
と
し
て
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
で

な
け
れ
ば
、
人
間
の
成
仏
も
、
木
や
紙
に
表
現
し
た
本
尊
も
、
姿

は
あ

っ
て
も
中
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

一
念
三
千
の
仏
種
は
、
元
来
、
木
や
紙
に
表
現
す
る
こ
と
な
ど

出
来
な
い
も
の
を
強
い
て

（無
理
に
）

一
つ
の
手
段
と
し
て
、
木

や
紙
に
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し

一
方
で
、
こ
の

木
や
紙
に
表
わ
す
こ
と
事
体
が
、
有
情
非
情
の
成
仏

（
一
念
三
千
）

を
表
現
し
我
々
に
伝
達
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
―
―
１
１
と
い

う
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
見
て
来
る
と
、
他
宗
の
本
尊
が
、
ど
れ
ほ
ど
木
や
画

を
媒
体
に
し
て
、
釈
迦
や
阿
弥
陀
如
来
、
大
日
如
来
、
薬
師
、
観

音
、
弥
勒
を
本
尊
と
し
て
造

っ
て
も
、
そ
の
当
体
は
十
如

（人
間

だ
け
を
対
照
と
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
本
尊
の
材
質
が
ど
れ
ほ
ど

非
情
の
物
体
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
本
尊
は
有
情
非
情
に
わ
た
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
本
や
紙
を
使

用
し
て
い
れ
ば
良
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
本
尊
の
主
題
、
中
心

自
体
が
有
情
非
情
に
わ
た
る
平
等
大
慧
の

「法
」
で
な
け
れ
ば
い

け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

本
尊
の
年
代
、
姿
形
に
こ
だ
わ
り
、
本
物
か
偽
物
か
と
い
う
こ

と
ば
か
り
を
問
題
に
す
る
人
々
が
い
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も

大
切
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
本
尊
は
姿
形
に
は
表
わ
し
難
い
仏

の
心
で
あ
る
法
を
強
い
て
表
わ
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

本
尊
を
拝
す
る
こ
と
は
、
そ
の
心
、
法
を
拝
す
る
志
が
な
け
れ
ば

意
味
が
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
本
尊
に
目
通
り
す
れ
ば
自
分

の
願
い
事
が
最
大
に
か
な
う
と
い
う
価
値
感
、
感
覚
で
は
本
尊
の

心
を
拝
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
人
に
正
し
く
伝
え
る
こ
と
も

出
来
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
本
尊
の
真
偽
を
問
う
な
ら
ば
同
時
に
、

自
分
達
の
信
仰
の
真
偽
も
間
う
べ
き
な
の
で
あ
り
ま
す
。

南
無
妙
法
蓮
華
経
の
法
を

南
無
妙
法
蓮
華
経
の
本
尊
と
表
わ
し
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南
無
妙
法
蓮
華
経
の
志

（魂
、
信
心
）
を
持

っ
て

南
無
妙
法
蓮
華
経
の
題
目
を
唱
え

南
無
妙
法
蓮
華
経
の
佛
と
な
る

一
途
無
心
に
、
自
己
中
心
の
御
利
益
信
心
で
な
く
、
「
法
」
を

中
心
に
し
た
、
仏
を
信
じ
、
「法
」
に
か
な

っ
た
信
心
を
し
な
け

れ
ば
有
名
無
実
な
の
で
あ
り
ま
す
。

又
、
こ
の
本
尊
の
存
在
を
明
鏡

に
讐
え
て

「
観
心
本
尊
抄
」

（全
集
二
四
〇
頁
）
に

「
明
鏡
に
向
う
の
時
始
め
て
自
具
の
六
根
を
見
る
が
如
し
設
い
諸

経
の
中
に
処
処
に
六
道
並
び
に
四
聖
を
載
す
と
雖
も
、
法
華
経

並
び
に
天
台
大
師
所
述
の
摩
詞
止
観
等
明
鏡
を
見
ざ
れ
ば
自
分

の
十
界
百
界
千
如

一
念
三
千
を
知
ら
ぎ
る
な
り
。
」

本
尊
と
は
、
我
等
の
心
を
写
す
、
明
る
い
鏡
で
あ
る
。
明
鏡
を

の
ぞ
い
て
、
は
じ
め
て
、
我
々
は
自
分
の
顔
が
ど
う
い
う
も
の
か

知
る
の
で
あ
り
ま
す
。

鏡
に
写

っ
て
い
る
自
分
の
姿
は
、
本
当
の
自
分
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
そ
れ
を
偽
物
と
し
て
軽
ん
ず
る
人
は
い
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
そ
れ
を
通
し
て
自
分
の
体
調
や
、
心
ま
で
も
の
ぞ
き
見
、

美
し
く
、
御
化
粧
を
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

明
鏡
に
は
仏
と
な
る
自
分
の
心
性
が
写

っ
て
、
あ
な
た
も
、
仏

も
、
有
情
非
情
の
生
命
は
、
平
等
に
、
誰
も
が
本
来
こ
う
な

っ
て

い
る
ん
で
す
よ
。
こ
の
、
本
当
の
自
分
の
正
体
を
信
じ
て
生
き
て

行
き
な
さ
い
よ

――
―
―
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

③
　
衆
生
に
自
分
の
正
体
を
知
ら
せ
る
為
に
本
尊
の
存
在
が
あ

る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、

○
釈
尊
の
因
行
果
徳
の
二
法
は
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
に
具
足
す
我

等
此
の
五
字
を
受
持
す
れ
ば
自
然
に
彼
の
因
果
の
功
徳
を
譲
り

与
え
給
う

「観
心
本
尊
抄
」
（全
集
二
四
六
頁
）

○
妙
覚
の
釈
尊
は
我
等
が
血
肉
な
り
因
果
の
功
徳
は
骨
髄
に
非
ず

や

「
観
心
本
尊
抄
」
（全
集
二
四
六
頁
）

ｏ
釈
迦
多
宝
十
方
の
諸
仏
は
我
が
仏
界
な
り
其
の
跡
を
継
紹
し
て

其
の
功
徳
を
受
得
す

「
観
心
本
尊
抄
」
（全
集
二
四
七
頁
）

○
我
等
が
己
心
の
釈
尊
は
五
百
塵
点
乃
至
所
顕
の
三
身
に
し
て
無

始
の
古
仏
な
り

「観
心
本
尊
抄
」
（全
集
二
四
七
頁
）

○
上
行
無
辺
行
浄
行
安
立
行
は
我
等
が
己
心
の
菩
薩
な
り

「
観
心

本
尊
抄
」
（全
集
二
四
七
頁
）

右
の
御
金
言
も
、
我
々
の
己
心
の
正
体
は
こ
う
な

っ
て
い
る
ん

だ
、
元
来
、
仏
と
衆
生
は
同
じ
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。

０
に
指
摘
し
ま
し
た
が
、
こ
の
本
尊
は
、
姿
の
上
で
は
、
何
を

原
形
に
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
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‐Ц
の
本
申
の
為
体
本
――――‐
の
娑
婆
の
上
に
宝
塔
空
に
居
し
塔
中
の

妙
法
井
――――
経
の
ノ
‐‐
右
に
釈
迦
牟
尼
仏
多
宝
仏
釈
尊
の
脇
士
上
行

等
の
四
苦
薩
文
殊
弥
勒
等
は
四
菩
薩
の
春
属
と
し
て
末
座
に
居

し
述
化
他
方
の
大
小
の
諸
菩
薩
は
万
民
の
大
地
に
処
し
て
雲
閣

月
卿
を
見
る
が
如
く
十
方
の
諸
仏
は
大
地
の
上
に
処
し
給
う
述

仏
述
上
を
表
す
る
故
な
り
」
「
観
心
本
尊
抄
」
（全
集
二
四
七
十８

と
の
法
華
経
の
場
面
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
御
金
言
の
表
現
の
ス
ケ
ー
ル
で
分
る
よ
う
に
、
わ
ず
か
数

十
セ
ン
チ
、
数
メ
ー
ト
ル
四
方
の
御
本
尊
様
に
、
霊
閣
月
卿

（森

羅
万
象
）
の
体
積
を
押
し
込
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。し

か
し
、
数
セ
ン
チ
の
明
鏡
に
何
千
Ｋ
平
方
、
何
万
Ｋ
平
方
の

体
積
を
持

っ
た
天
地
自
然
を
写
し
出
す
様
に
、
寸
法
に
よ
っ
て
法

の
軽
重
が
定
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に

一
念
三
千

（有
情

・
非

情
）
に
渡
る
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
心
が
示
さ
れ
、
そ
の
心
を
信
拝

す
る
志
が
あ
る
か
否
か
が

一
番
大
切
な
の
で
あ
り
ま
す
。

①
の
所
で
も
示
し
た
よ
う
に
、

「
是
く
の
如
き
本
尊
は
在
世
五
十
余
年
に
之
れ
無
し
八
年
の
間
に

も
但
八
品
に
限
る
、
正
像
二
千
年
の
間
は
小
乗
の
釈
尊
は
迦
葉
、

阿
難
を
脇
士
と
為
し
権
大
乗
並
に
温
槃
、
法
華
経
の
述
門
等
の

釈
尊
は
文
殊
普
賢
等
を
以
て
脇
士
と
為
す
此
等
の
仏
を
ば
正
像

に
造
り
画
け
ど
も
未
だ
寿
量
の
仏
有
さ
ず
、
末
法
に
来
入
し
て

始
め
て
此
の
仏
像
出
現
せ
し
む
可
き
か
。
」
「
観
心
本
尊
抄
」

（全
集
二
四
八
頁
）

０
　
末
法
と
い
う
時
代
を
迎

へ
る
こ
と
な
く
、
表
わ
れ
る
こ
と

の
な
い
本
尊
。

こ
の
こ
と
の
大
き
な
理
由
と
し
て
、

「所
詮
述
化
他
方
の
大
菩
薩
等
に
我
が
内
証
の
寿
量
品
を
以
て
授

与
す
べ
か
ら
ず
末
法
の
初
は
謗
法
の
国
に
し
て
悪
機
な
る
故
に

之
を
止
め
て
地
涌
千
界
の
大
菩
薩
を
召
し
て
寿
量
品
の
肝
心
た

る
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
を
以
て
閻
浮
の
衆
生
に
授
与
せ
し
め
給

う
」
「観
心
本
尊
抄
」
（全
集
二
四
八
頁
）

「
宝
塔
品
の
御
時
は
多
宝
如
来
、
釈
迦
如
来
、
十
方
の
諸
仏
、　
一

切
の
菩
薩
あ

つ
ま
ら
せ
給
い
ぬ
、
此
の
宝
塔
品
は
い
づ
れ
の
と

こ
ろ
に
只
今
ま
し
ま
す
ら
ん
と
か
ん
が
え
候

へ
ば
、
日
女
御
前

の
御
胸
の
間
八
葉
の
心
蓮
華
の
内
に
お
は
し
ま
す
と
日
蓮
は
見

ま
い
ら
せ
て
候

（中
略
）
日
女
御
前
の
御
身
の
内
心
に
宝
塔
品

ま
し
ま
す
凡
夫
は
見
ず
と
い
へ
ど
も
釈
迦
、
多
宝
、
十
方
の
諸

仏
は
御
ら
ん
あ
り
」
「
日
女
御
前
御
書
」
（全
集

一
二
四
九
頁
）

こ
の
よ
う
に
詳
説
し
、

③
　
末
法
に
上
行
菩
薩
が
現
わ
れ
、
本
未
有
善
の
荒
凡
夫
に
対

し
、
真
実
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
授
け
る
、
そ
れ
が
本
尊
で
あ
る
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