
日

蓮

聖

人

の

仏

種

論

に

つ

い

て

渡

辺

宝

陽

日
蓮
聖
人
の
宗
教
は
、
末
法
衆
生
の
救
済
を
法
華
経
に
よ
つ
て
確
立

す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
眼
目
が
あ

つ
た
。
そ
こ
で
、
仏
教

の
受

け
と
り

方
、
法
華
経
の
受
け
と
り
方
に
も
、
釈
尊
在
世

の
受
け
と
り
方
と
、
釈

尊
入
滅
後

の
受
け
と
り
方
と
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、
救

済
の
現
実

は
確
か
め
ら
れ
に
く
い
と
、
日
蓮
聖
入
は
主
張
さ
れ
た
。

こ
こ
に
か
か
げ
た

「
日
蓮
聖
人
の
仏
種
論
」
と
は
、

一
般
的
に
言
え

ば
、
仏
性
論
と
関
接
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
何
故

に
あ

え
て

「仏
種
」

と
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た

の
か
、
「仏
種
」
と

は
い
か
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な

つ
て
く
る
。

一
 

一
念

三
千
仏
種

と
三
益
論

の
転
換

ま
ず
、

日
蓮
聖
人
の
仏
種
論
が
集
中
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、

『
開
目
抄
』
『
観
心
本
尊
抄
』
で
あ
る
こ
と
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
れ
以
前
に
は
日
蓮
聖
人
の
仏
種
論
は
明
確
に

さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
、
『開
目
抄
』
の
眼
目
は

一
念
三
千
の
法
門

を
明
ら
か

に

す

る

こ
と

に
あ

る
。

一
念

三
千

の
法
門
は
但
法
華
経

の
本
門
寿
量
品

の
文

の
底
に
し
づ
め
た
り
。

竜
樹

・
天
親
知

て
、
し
か
も

い
ま
だ

ひ
ろ

い
い
だ
さ
ず
。
但
我

が
天
台
智
者

の
み
こ
れ
を

い
だ
け
り
。

一
念
三
千
は
十
界
互
具
よ
り

こ
と
は
じ
ま
れ
り
。

(1
)

…
…

(定
遺
五
三
九
頁
)

 
門
方
便
品
は
一
念
三
千
・
二
乗
作
仏
を
説
て
爾
前
二
種
の
失

一
を
脱
た

り
。
し
か
り
と
い
え
ど
も
い
ま
だ
発
 
顕
本
せ
ざ
れ
ば
、
ま
こ
と
の
一
念
三

千
も
あ
ら
は
れ
ず
、
二
乗
作
仏
も
定
ま
ら
ず
。
水
中
の
月
を
見
る
が
ご
と

し
。
根
な
し
草
の
波
上
に
浮
る
に
に
た
り
。
本
門
に
い
た
り
て
、
始
成
正
覚

を
や
ぶ
れ
ば
、
四
教
の
果
を
や
ぶ
る
。
四
教
の
果
を
や
ぶ
れ
ば
、
四
教
の
因

や
ぶ
れ
ぬ
。
爾
前
 
門
の
十
界
の
因
果
を
打
や
ぶ
て
、
本
門
十
界
の
因
果
を

と
き
顕
す
。
此
即
本
因
本
果
の
法
門
な
り
。
九
界
も
無
始
の
仏
界
に
具
し
、

仏
界
も
無
始
の
九
界
に
備
て
、
真

(
ノ
)
十
界
互
具

・
百
界
千
如

・
一
念
三

千
な
る
べ
し
。
(定
遺
五
五
二
頁
)

こ
れ
ら
の
文
章
は
先
学

の
注
目
し
、
強
調
し

て
い
る
点
で
あ
り
、
そ

れ
と
仏
種
論
と
の
関
わ
り
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

日
蓮
聖
人

の
仏
種
論

に
つ
い
て

(
渡

辺
)

一
五
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日
蓮
聖
人

の
仏
種
論

に

つ
い
て

(
渡

辺
)

一
六

こ
に
い
う

「
種
」
の
概
念
は
必
ず
し
も

一
念
三
千
論
と
の
関
係
を
明
確

に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
ふ
た
た
び

『
開
目
抄
』
を
見
る
と
、
日
蓮

聖
人
は
法
華
経
の
流
通
史
を
ふ
り
返
り
な
が
ら

「
法
華
経
の
種
に
依
て

天
親
菩
薩
種
子
無
上
を
立
た
り
」
(
五
七
九
頁
)
と
い
い
、
つ
づ
い
て
飛

躍
的
に
・「
天
台

の
一
念
三
千

こ
れ
な
り
」
と
い
う
。
さ
ら
に
、
「華
厳

経
乃
至
諸
大
乗
経

・
大
日
経
等
の
諸
尊
の
種
子
、
皆

一
念
三
千
な
り
。

天
台
智
者
大
師

一
人
此
法
門
を
得
給
え
匹
」
ど
い
い
、
諸
宗
の
依
経
に

は
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
宗
の
学

者
は
天
台

の
一
念
三
千
を
勝
手
に
取
り
入
れ
て
、
も
と
も
と
そ
の
法
門

が
あ

つ
た

の
だ
と
主
張
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
を
批
難
し
て
い
る
。

『
開
目
抄
』
の
文
章
の
流
れ
を
見
れ
ば
直
ち
に
(気
づ
く
よ
う
に
、
日

蓮
聖
人
は
結
論
の
証
明
を
主
眼
と
す
る
た
め
、
そ
の
途
上

の
論
理
的
精

緻
さ
を
必
ず
し
も
求
め
な
い
。
そ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
す
る
と
、

一
念

三
千
を
仏
種
と
し
て
と
ら
え
る
と
ら
え
方
を
詳
細
に
論
じ
て
は
い
な
い

が
、
そ
の
基
本
に
、
天
親
以
来
の

「種
子
無
上
辱
の
と
ら
え
方
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
を
継
承
し
た
の
が
伝
教
大
師
で
あ
る
が
、
日
蓮
聖
人
は
伝
教
の

『
法
華
秀
句
』
の

「
他
宗
所
依
の
経
は

一
分
仏
母
の
義
有
り
と
錐
も
、

然
れ
ど
も
但
だ
愛

の
み
有

つ
て
厳
の
義
を
闘
く
。
天
台
法
華
宗
は
厳
愛

の
義
を
具
す
。

一
切
の
賢
聖
、

学
無
学
、
及
び
菩
薩
心
を
発
せ
る
者

の

父
な
り
」

の
文
を
重
視
す

る

(定
遺
五
七
九
頁
)
。
そ
し
て
、
「
真
言

・

華
厳
等
の
経
経
に
は
種
熟
脱
の
三
義
、
名
字
す
ら
猶
な
し
。
何
に
況
や

其
義
を
や
。
華
厳

・
真
言
等
の

一
生
初
地
の
即
身
成
仏
等
は
、
経
は
権

経
に
し
て
過
去
を
か
く
せ
り
。
種
を
し
ら
ざ
る
脱
な
れ
ば
、
超
高
が
位

に
の
ぼ
り
、
道
鏡
が
王
位
に
居
せ
ん
と
せ
し
が
ご
と
し
」
と
、
伝
教
大

師
の
み
が
種
熟
脱
の
三
益
論
に
も
と
つ
く
仏
教
観
を
認
識
し
て
い
る
も

の
と
し
た
。
た
だ
し
、
日
蓮
聖
人
は

『
本
尊
抄
』

に
明
ら
か
に
す
る
よ

う
に
、
こ
の
よ
う
な
三
益
論
を
釈
尊
在
世
の
延
長

と
し
て
の
正
法

・
像

法
に
適
応
し
た
仏
教
観
で
あ
る
と
し
、

一
転

し

て
、
末
法
に
お

い
て

は
、
下
種
益
の
強
調
を
す
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
転
換
の
論
理
は
日
蓮

教
学
に
お
い
て
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
と
は
い
え
、
再
度
、
厳
密
に
論

及
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
辺
が
、
前
述
し
た
通
り
、
『
開
目
抄
』
に
お

い
て

「
一
念

三
千

の
法
門
は
但
法
華
経
の
本
門
寿
量
品
の
文
の
底
に
し
づ
め
た
り
」
と
い

う
表
現
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
仏
種
論
の
基
幹
と
い
う

点
か
ら
い
え
ば
、
詳
細
な
論
の
裏
づ
け
は
な
さ
れ
な
か

つ
た
と
い
つ
て

よ

い
で
あ
ろ
う

(日
蓮
聖
人
の
立
場
か
ら
は
、
元
来
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

不
必
要
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
)
。
た
だ
、
「
但
、
天
台

の

一
念

三
千

こ
そ
仏
に
な
る
べ
き
道
と
み
ゆ
れ
」
(
五
三
九
頁
)
「
此
経
計

(
リ
)
一
念

三
千
の
玉
を
い
だ
け
り
」
「
此
経
は
愚
人
も
仏
因

を
種
(ゆ
)
べ
し
」
「
自

然
に
仏
界
に
い
た
る
べ
し
」
等
と
述
べ
る
の
み
で
あ
る
。

『
開
目
抄
』
の
翌
年
著
わ
さ
れ
た

『
本
尊
抄
』
は
、
観
心
段

・
本
尊

段

・
弘
通
段
の
三
段
に
お
い
て
、
『
開
目
抄
』
に
述
べ
ら
れ

た
法
華

経

の
救
済
を
更
に
厳
密
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
末
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法
に
あ

つ
て
は
下
種
益

の
み
が
有
効
で
あ
る
と
の
論
が
明
確
に
さ
れ
て

い
る
。

す
な
わ
ち
、
『
観
心
本
尊
抄
』
に
お
い
て
、

普
賢
経
に
云
く
、
此
大
乗
経
典
は
諸
仏
の
宝
蔵
十
方
三
世
の
諸
仏
の
眼
目
な

り
。
乃
至
、
三
世
の
諸
の
如
来
を
出
生
す
る
種
な
り
。
乃
至
、
汝
、
大
乗
を

行
じ
て
仏
種
を
断
ぜ
ざ
ら
ん
等
云
云
。
(原
漢
文
以
下
同
じ
)

等

の
経
文
を
集
約
し
、

詮
ず
る
と
こ
ろ
は
、

一
念
三
千
の
仏
種
に
非
ざ
れ
ば
、
有
情
の
成
仏
・
木
画

二
像
の
本
尊
は
有
名
無
実
な
り
。

と
論
じ

て
、
具
足

の
論
を
述
べ

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
へ
た
ま
ふ
。
…

…
…
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
。

(定
遺
七
一
一
頁
)

と
結
示

さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
受
持
成
仏
論

の
も
と
に
、
種
熟
脱
三
益
論
の
転
換
が
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

本
門
を
も
つ
て
こ
れ
を
論
ず
れ
ば
、
一
向
に
末
法
の
初
を
以
て
正
機
と
な

す
。

所
謂
、

一
往

こ
れ
を
見

る
時
は
久
種
を
も

つ
て
下
種
と
な
し
、

大
通

・
前

四
味

・
 
門
を
熟

と
為
し
、

本
門
に
至
つ
て
等
妙
に
登
ら
し
む
。

と
、

一
往
、
種
熟
脱
三
益
論
を
明
ら
か
に
し
、

つ
い
で
、

再
往

こ
れ
を
見

れ
ば
、

述
門

に
は
似
ず
。

本
門

は
序

・
正

・
流
通
倶

に
末

法

の
始

を
以

て
詮

と
な
す
。

と

い

い
、

在
世

の
本
門
と
末
法

の
初
は

一
同
に
純

円
也
。

但
し
、
彼
は
脱
、
此
は
種
な
り

彼
は

一
品
二
半
、
此
は
題
目
の
五
字
な
り

と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
聖
人

は
結
論
的
に
三
益
の
完

成
に
立

つ
脱
益
で
な
く
、
そ
れ
を
超
克
し
た
末
法
下
種
に
立
た
ね
ば
な

ら
ぬ
こ
と
を
結
示
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
転
換
の
論
理
に
つ
い
て
は
、
諸
所
に
達
意
的
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
論
理
の
確
認

に
つ
い
て
は
、
更
に
詳

し
く
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
別

の
稿
に
期
し
た
い
。

二

就
類
種

・
相
対
種

の
問
題

(
2
)

昨
年

こ
の
学
会
で
発
表
し
た
通
り
、

日
蓮
聖

人
は
身
延

に
お

い
て

『
始
聞
仏
乗
義
』
を
し
た
た
め
、
そ
の
な
か
で
、
就
類
種

・
相
対
種
を

論
じ
た
。
天
台
大
師
の

『
摩
詞
止
観
』
に
説
か

れ
る

こ
の
論

に
よ

つ

て
、
末
法
諦
法
の
機
の
救
済
を
明
ら
か
に
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
就
類

種

・
相
対
種
の
論
は
、
き
わ
め
て
結
論
的
に
説

か
れ
る

一
念
三
千
仏
種

の
論
に
対
し
て
、
む
し
ろ
そ
の
基
底
に
あ
る
論

と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う

が
、
実
は
こ
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
日
蓮
聖
人
遺
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
な

日
蓮
聖
人

の
仏
種
論
に

つ
い
て

(
渡

辺
)

一
七
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日
蓮
聖
人

の
仏
種
論
に

つ
い
て

(
渡

辺
)

一
八

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
初
期
に
著
わ
さ
れ
た

『
守
護
国
家
論
』
に
、
既

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、

総
じ
て
天
台
妙
楽
の
三
大
部
の
本
末
の
意
に
は
法
華
経
は
諸
経
に
漏
れ
た
る

愚
者

・
女
人

・
常
没
の
閲
提
等
を
摂
し
た
ま
ふ
。
人
天
・
四
悪
を
以
て
法
華

経
の
機
と
定
む
。
種
類
・
相
対
を
以
て
過
去
の
(善
悪
を
収
む
。
(原
漢
文
、

一
一
一
-
二
頁
)

と
あ
る

の
は
、
そ
の
よ
う
な
趣
旨
を
掘
り
起
す
の
が
日
蓮
聖
人
の
宗
教

で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
意
図
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
し
、
安

藤
俊
雄
博
士
の
い
わ
ゆ
る
敵
対
的
相
即
の
論
理
に
根
ざ
し
て
、
釈
尊
在

世
の
延
長

の
仏
教
に
対
す
る
、
釈
尊
滅
後
末
法
五
濁
の
救
済
仏
教
開
示

へ
の
転
換
が
、
既
に
日
蓮
聖
人
初
期
の
教
学
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
物
語

る
も
の
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
具
体
的
に
述
べ
て
、

仏
の
入
滅
は
既
に
二
千
余
年
を
経
た
り
。
然
り
と
錐
も
、
法
華
経
を
信
ず
る

者
の
許
に
仏
の
音
声
を
留
め
て
、
時
々
刻
々
、
念
念
に
、
我
が
死
せ
ざ
る
由

を
聞
か
し
む
る
な
り
。
心
に
一
念
三
千
を
観
ぜ
ざ
れ
ど
も
、
偏
く
十
方
世
界

を
照
す
者
也
。
此
等
の
徳
は
偏
に
、
法
華
経
を
行
ず
る
者
に
備
は
れ
る
也
。

(
一
一
一
頁
)

と
い
つ
て
い
る
こ
と
は
、
た
と
え

二

念
三
千
仏
種
」
の
語
と
し
て
成

熟
し
て

い
な
い
と
し
て
も
、
内
実
的
に
、
『
開
目
抄
』
『
観
心
本
尊
抄
』

に
示
さ
れ
る

二

念
三
千
仏
種
」
の
構
造
を
指

し
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。さ

て
、
こ
う
し
た
叙
述
か
ら
遡
つ
て
み
る
と
、
『守
護
国
家
論
』
の

冒
頭
に
、
法
然
上
人
を
批
判
し
て
、

実
経
を
録
し
て
権
経
に
入
れ
、
法
華
真
言
の
直
道
を
閉
て
浄
土
三
部
の
隙
路

を
開
く
。
亦
、
浄
土
の
三
部
の
義
に
も
順
ぜ
ず
し
て
権
経
の
諺
法
を
成
し
…

と
述
べ
た
後
、

永
く
四
聖

の
種
を
断
じ

て
阿
鼻

の
底

に
沈

む
べ
き
僻
見
也
。

(
八
九
頁
)

と
述
べ
る
、
そ
の

「四
聖
の
種
を
断
じ
て
」
と
い
う
表
現
に
注
意
を
引

か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
前
述
の

「法
華
経
の
種
に
依
て
天
親
菩
薩
は
種
子
無
上
を

立
て
た
り
」
の
文
例
に
照
ら
す
と
、
そ
こ
に
い
う
種

と
は
、
「
一
切
衆

生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の

「性
」
乃
至

「仏
性
」
で
は

な
い
。
仏
種
と
は
仏
陀
か
ら

の
は
た
ら
き
か

け
で
あ
り
、
「
四
聖

の

種
」
と
は
、
仏

・
菩
薩

・
縁
覚

・
声
聞
の
そ
れ
ぞ
れ
を
完
成
す
る
根
源

的
契
機
を
な
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
と

一
見
矛
盾
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
『開

目
抄
』
等

に
し
ば
し

ば
語
ら
れ
る

「
二
乗
憔
種
」
「
二
乗
蘇
生
」
と
は
、
二
乗

が
声
聞

・
縁

覚
の
自
己
完
成
を
楽
う
た
め
に
、
肝
心
な

「
仏
種
」
を
失

つ
て
し
ま
つ

た
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
救
済
で
あ
る
。
〈種
〉
と
い

う
こ
と
が
響
喩
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
、
〈種
〉
の
と
ら
え
方
が
植
物
の

成
長
と
成
熟
と
に
類
似
し
た
考
え
方
に
移
項
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
し
ま

う
危
険
が
な
い
で
は
な
い
が
、

そ
う
で
は
な
く

て

〈仏
種
〉
と
は
、
仏

陀
か
ら
の
救
済

へ
の
は
た
ら
き
か
け
が
、
根
源

的
な
も
の
の
衆
生
自
身

へ
の
内
在
と
な
る
根
元
的
契
機
と
な
る
も
の
と

理
解
す

べ
き
で
あ

ろ
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う
。

『法
蓮
抄
』
に

「今
の
法
華
経
の
文
字
は
皆
生
身
の
仏
な
り
」
と
あ

る
が
、
そ

の
文
字
を

「盲
目
の
者
は
之
を
見
ず
。
肉
眼

は
黒
色

と
見

る
。
二
乗
は
虚
空
と
見
、
菩
薩
は
種
種
の
色
と
見
」
、
そ
し
て

「仏
種

純
熟
せ
る
人

(
の
み
)
は

(法
華
経
を
)
仏
と
見
奉
る
」
の
で
あ
る

(定

遺
九
五
〇
頁
)
。
こ
の
文
章
に
よ
る
と
、
「仏
種
」
が
個

の
内
面
に
、
仏

陀
の
救
済

を
明
確
に
確
か
め
る
と
い
う
は
た
ら
き
を
裏
づ
け
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
、
よ
く
理
解
で
き
よ
う
。

三

久
遠
釈
尊

の
認
識

と
の
照
応

以
上
の
こ
と
か
ら
推
測
さ
れ
る
こ
と
は
、
「仏
種

の

一
念
三
千
」
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
久
遠
実
成
の
釈
尊
を
顕
ら
か
に
す
る
こ
と
と

関
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
法
の
深

化
と
そ
の
衆
生

へ
の
内
在
化
と
、
そ
し
て
仏
陀

の
真
実
身

の
顕
現

と

は
、
い
つ
も
連
関
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『
開
目
抄
』
は
序
分

・
正
宗
分

・
流
通
分
の
三
段
に
分
段
し
て
理
解

(3
)

さ
れ
る
。
今
、
茂
田
井
教
亨
教
授
の
科
段
に
よ

つ
て
、

一
念
三
千
の
問

題
を
考
察
す
る
と
、
ま
ず
序
分

の
第

一
章
に
儒
外
内
三
道
論
を
展
開
し

て
、
精
神
文
化
の
な
か
で
の
仏
教

の
位
置
づ
け
を
試
み
、
仏
教
を
論
ず

る
な
か
で

「但
法
華
経
計
り
教
主
釈
尊
の
正
言
也
」
と
し
、
「
一
念

三

千
の
法
門

は
法
華
経
の
本
門
(寿
量
品
の
文
の
底

に
し
づ
め
た
り
」
(定

遺
五
三
九
頁
)
と
結
論
を
か
か
げ

る

(第
二
章
法
華
の
大
事

一
念
三
千
)
。

次
い
で
そ
の
結
論
に
よ
つ
て
第
三
章
に
諸
宗
の
邪
見
を
論
じ
、
本
論
に

入
る
。
本
論
で
は
、
ま
ず
第

一
章
二
乗
作
仏
論
、
第
二
章
久
遠
実
成
論

を
展
開
す
る
。

こ
れ
ら
は
学
者
が
等
し
く
認
め
る
法
華
経
の
特
色
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
二
乗
作
仏
論
は
大
乗
に
お
い
て
成
仏
を
否
定
さ

れ
た
二
乗

(声
聞
・
縁
覚
)
の
成
仏
の
可
能
を
明
ら
か
に
し
、
具
体
的
に

そ
れ
ぞ
れ
に
舘
別
を
与
え
、

こ
れ
こ
れ
の
時
、

こ
れ
こ
れ
の
国
に
お
い

て
、
こ
れ
こ
れ
の
仏
名
を
顕
ら
か
に
し
て
衆
生
を
教
化
す
る
こ
と
を
述

べ
る
。
そ
の
過
程
で
、
二
乗
成
仏
を
否
認
す
る
華
厳
経
等
を
挙
げ
て
論

を
展
開
す
る
が
、
そ
の
な
か
で

〈如
来
種
〉
〈仏
種
〉
〈二
乗
焼
種
〉
が
論

じ
ら
れ
る
。

維
摩
経
に
広
く
、
維
摩
詰
、
又
、
文
殊
師
利
に
問
ふ
。
何
等
か
如
来
の
種
と

為
す
。

答
て
曰
く
、

一
切
塵

労

の
躊

(
と
も
が
ら
)

は
如
来

の
種

と
為
る
。

五
無
間
を
以
て
具
す
と
錐

も
、
猶
能

く
此
の
大
道
意
を
発

す

等

云

云
。

(
原

漢
文
)
…
…

文

の
意
は
貧

・
瞑

・
凝
等

の
三
毒
は
仏

の
種

と
な
る
べ
し
。
殺
父
等

の
五
逆

罪
は
仏
種

と
な
る

べ
し
。
高

原

の
陸
土
に
は
青
蓮
華

生

(
ス
)

べ
し
。

二
乗

は
仏
に
な
る

べ
か
ら
ず
。

い
う
心
は
二
乗

の
諸
善

と
凡
夫

の
悪
と
相
対
す

る

に
、
凡
夫

の
悪
は
仏
に
な
る
と
も

二
乗

の
善
は

仏

に

な

ら

じ

と
な

り
。

諸

(
ノ
)
小
乗
経

に
は
悪
を

い
ま
し
め
善
を
ほ
む
。

此
経
に
は
二
乗

の
善

を

そ

し
り
凡
夫

の
悪
を

ほ
め
た
り
。

(
五
四
四
-

五
頁
)

以

下
、

「
方

等

陀

羅

尼

経

」

の

「
燃

種

生
レ
牙

不

」

に

よ

つ

て
、

「
い

(
憔
)
れ

る
種

を

(
生
)

い
ず
、

二
乗

ま

た
か

く

の
ご

と
し
。

仏

種

(
ヲ
)

日
蓮
聖
人

の
仏
種
論

に

つ
い
て

(
渡

辺
)

一
九
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日
蓮
聖
人

の
仏
種
論

に

つ
い
て

(
渡

辺
)

二
〇

い

(燃
)
れ
ゆ
」
(五
四
五
頁
)
等
と
論
ず
る
。

第
二
章
に
久
遠
実
成
を
論
じ
、
そ
の
な
か
で
前
掲
の

「本
因
本
果
の

法
門
」
で
あ
る

二

念
三
千
」
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る

(定
遺
五
五
二

頁
)
。
そ
の
段
で
も
 
門
に
よ
つ
て

一
往
、

一
念
三
千
が
明
ら
か

に
さ

れ
、
久
遠
実
成
が
顕
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て

一
念
三
千
の
全
容

が
明
示
さ
れ
る
と
述

べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
 
門
と
本
門
と
は
深
く
密
接

に
関
わ

つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
第
三
章
知
教
の
自
覚
と

知
罪
の
自
覚
、
第
四
章
法
華
経
の
色
読
、
第
五
章
諸
天
不
守
護

の
疑
問

と
い
う
よ
う
に
、

一
具
、
法
華
経
の
内
容

へ
の
参
究
か
ら
転
じ
て
、
日

蓮
聖
人

の
法
華
経
弘
通
の
実
践
の
問
題
を
論
じ
た
後
、
再
び
法
華
経
に

帰
り
、
第
六
章
 
門
の

一
念
三
千

(密
示
題
目
)
、
第
七
章
本
門

の

一
念

三
千

(密
示
本
尊
)
が
論
じ
ら
れ
る
。
第
六
章

の
な
か
で
Z 
門

の

一
念

三
千
の
出

拠
が
論
じ
ら
れ

(五
三
九
頁
)
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
受
持
具

(4
)

足
論
が
展
開
さ
れ
る

(五
七
〇
頁
)
。
そ
う
し

て
、
第
七
章
に
お

い
て

は
、
教
主
釈
尊
の
久
遠
実
成
の
世
界
が
前
述
に
ひ
き
つ
づ
い
て
述
べ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
、 
門
と
本
門
と
の
論
述
は
互
い
に
か

ら
み
合

い
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

一
念
三
千
が
あ
る
面
で
は

仏
性
論
と
し
て
語
ら
れ
な
が
ら
、
ま
た
次
第
に
救
済

へ
と
展
開
さ
れ
な

が
ら
、
実

は
そ
れ
ら
は
教
主
釈
尊
の
法
華
経
の
世
界
か
ら
の
照
射

と
し

て
語
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
『
観
心
本
尊
抄
』
に
こ
の
よ
う
な
法
華
経
の
本

門
寿
量

品

の
救
済
の
世
界
を
明
ら
か
に
し
て
、
「
本
門
を
以
て
之
を
論
ず

れ
ば
、

一
向
に
末
法
の
初
を
以
て
正
機

と
為
す
」
(七

一
五
頁
、
原
漢
文
)
と
末

法
為
正
を
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
過
去
久
遠
の
下
種
に
つ
い
て

は
、
同
様
の
用
語
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
定
の
限
定
を
も
つ
た

も
の
と
し
て
末
法
為
正
の
題
目
の
五
字
の
救
済

と
は
明
確
に

一
線
を
画

す
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『観
心
本
尊
抄
』
(七
一
五
・
七

一
六
頁
)
.

等
に
く
り
返
し
述
べ
、
ま
た

『
守
護
国
家
論
』
(
一
一
二
頁
)
等
に
も
同

様

の
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り

「
久
遠
下
種
の
輩
」
は
過
去

久
遠
に
下
種
を
受
け
、
幾
多
の
教
化
の
経
過
の
後
に
、
本
門
に
入
つ
て

等
妙
の
覚
に
入
つ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
O
日
蓮
聖
人
が
死
身
弘
法
さ

れ
た
目
標
は
末
代
凡
愚
の
救
済
に
あ
る
。
末
代
凡
愚
は
久
遠
下
種
の
輩

と
異

つ
て
、
今
こ
の
末
法
に
お
い
て
教
主
釈
尊
よ
り
下
種
さ
れ
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
教
主
釈
尊
の
救
済
を
受
け
て
、

絶
対
信
に
よ

つ
て
下
種
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
最
大
の
要
点
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
結
局
、

日
蓮
聖
人
の
下
種
論
に
お
い
て
は
、
く
り
返
し

述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
信

・
不
信
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
要
点
な
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
に
関
わ
つ
て
仏
種
が
論

じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、

日
蓮
聖
人
の
仏
種
論
の
独
特
な
構
造
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て

は
稿
を
改
め
た
い
。
な
お
、
信
を
仏
種
と
す
る

と
い
う
点
、
『
一
乗
要

決
』
等
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
別
稿
を
期
し
た
い
。

む

す

び

以
上
、
主
と
し
て

一
念
三
千
と
仏
種
と
の
関
連
に
焦
点
を
あ
て
て
、
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若

干

の
考

察

を

試

み
た

が
、

要

す

る

に

(1
)日
蓮

聖

人

が

一
念

三

千

を

重
視

す

る

の
は
、

「
仏

種

」

と

し

て

重

祝

す

る
か

ら

で
あ

る

こ
と
。

(
2
)

そ

の
根

底

に
、

末
法

の
諺

法

の
機

を
救

う

と

い
う

こ
と

を
眼

目

と

し

て
、

種

熟

脱

三

益

論

の
転

換

の
あ

る

こ
と
。

(3
)な

お

か

つ
、

そ

の
前

提

と

し

て
、

敵

対

的

相

即

の
論

理

と

し
て

の

「
相

対

種

」

の
概
念

が

そ

れ

ら

の
下

敷

き

に

あ

る

で

あ

ろ

う

こ

と
。

(4
)仏

陀

論

と

仏

種
論

と

は
照

応

す

る
も

の

で
あ

る

こ

と
。

等

を
提

示

し

て
、

粗

(雑

な
報

告

の
し

め

く

く

り

と
す

る
。

1

定
遺

は

「
昭
和
定
本

日
蓮
聖
人
遺
文
」

を
さ
す
。

2

「
日
蓮
聖
人

の
仏
性
論

の
基
盤
」

(
印
仏
研
28
-

2
)

3

分
段

は
、
茂

田
井
教
亨

『
開
目
抄
讃
讃
』

に
よ

る
。
分
段
=

科
段

は
江

戸
中
期

の
安
国
日
講

『
録
内
啓
蒙
』

等
に
く

わ

し

く

設

定

さ

れ
、

そ

の

後
、

諸
師

に
よ

つ
て
そ

の
改
訂
が
試

み
ら
れ

て
い
る
。

4

こ
の
点
に

つ
い
て
は
、

茂
田
井
教
亨

『
観

心
本
尊

抄
研

究
序
説
』

三
六

頁
他
、

及
び
庵
谷
行
亨

『
日
蓮
聖
人
の
具
足

論
』
(
印

仏

研

25
-

2
)

等

に
く
わ
し
い
。

5

拙
稿
、

2
参
照
。

(
文
部
省
科
学
研
究
助
成
費
、

昭
和
五
十
四
年
度
、

総
合
研
究

A
に
よ
る
研

究
成
果

の

一
部
)

(
立
正
大
学
教
授
)

日
蓮
聖
人

の
仏
種
論
に

つ
い
て

(
渡

辺
)

二

一
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