
下

種

に

関

す

る

一

考

察

-
聞

法
下
種
に
お
け
る
化
導

の
論
理
-

平

島

盛

雄

日
蓮
聖
人
は
誹
諺
正
法
の
末
法
衆
生
の
救
済
を
下
種
と
い
う
理
念
に

集
約
し
そ
れ
を
実
践
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
法
華
経
違
背

の
下
根
下
機

に
対
し
て
説
か
れ
る
日
蓮
聖
人
の
下
種
論
を
古
来
よ
り
逆
縁
下
種
と
称

し
、
凡
夫
成
仏
の
問
題
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
て
い
る
。
も

っ
と
も
、

逆
縁
下
種

と
は
下
種
を
蒙
む
る
衆
生
の
信
行

の
あ
り
方
に
約
し
て
そ
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
法
華
経
聞
法
に
よ
る
下

種
と
い
う

こ
と
が
要
点
と
な

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
日
蓮
教
学
に
お
け

る
逆
縁
下
種
の
課
題
は
、
天
台
教
学
の
い
わ
ゆ
る
聞
法
下
種

へ
と
問
題

が
遡
源
さ
れ
て
く
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
蓮
聖
人

の
末
法
下

種
論
を
考
察
す
る
上
に
お
い
て
、
天
台
教
学
の
聞
法
下
種

の
概
念
を
明

確
に
す
る
こ
と
は
基
礎
的
作
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ

ろ
が
従
来

の
下
種
論

の
研
究

で
は
、
聞
法
下
種
と
い
う
表
現
が
未
だ
抽

象
的
な
も

の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
理
解
は
表
面

的
な
も
の
に
止
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
聞
法
下
種

の
概
念
を
実

践
的
に
表
現

す
る
な
ら
ば
、
法
華
経
を
聞
法
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
衆
生

が
具
体
的
に
い
か
な
る
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問

題
に
ま
で
説
き
及
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

そ
こ
で
こ
の
よ
う
な

観
点
に
立

っ
て
、
天
台
本
末
釈
に
説
か
れ
る
具
体
的
事
例
か
ら
仏
種
の

概
念
を
総
合
的
に
判
断
し
て
み
る
と
、
下
す
仏
種

と
は
法
華

経

で
あ

り
、
下
さ
れ
る
衆
生
に
約
せ
ば
智
慧
で
あ
る
了
因
仏
性
と
実
践
修
行
た

る
縁
因
仏
性
が
仏
種
の
義
に
な
る

こ
と
が
確
認

で
き
る
。
(立
正
大
学

『大
学
院
年
報
』
第
二
号
)
小
稿
は
こ
の
こ
と
を
踏

ま
え
た
上

で
、
仏
種

と
し
て
規
定
さ
れ
た
法
華
経
と
衆
生
の
縁
了
仏
性

と
が
い
か
な
る
論
理

に
よ
っ
て
有
機
的
な
関
係
を
示
し
て
い
る
の
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て

考
察
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
無
意
識
的
な
も
の
で
あ
る

に
せ
よ
、
法
華
経
を
聞
法
す
る
と
い
う
機
縁
を
媒
介
と
し
て
法
華
経
に

か
か
わ
る
主
体
が
、
仏
種
で
あ
る
法
華
経
の
い
か
な
る
化
導
の
論
理
に

よ
っ
て
仏
陀
釈
尊
の
慈
悲
を
確
信
す
る
に
い
た
る

の
か
、
と
い
う

こ
と

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
作
業
に
よ

っ
て
、
逆
縁
下
種
の

根
拠
で
あ
る
聞
法
下
種
の
要
点
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ

下
種

に
関
す

る

一
考
察

(
平

島
)
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察

(
平

島
)

ろ
う
。

そ
こ
で
、
逆
縁
下
種
が
説
か
れ
る

『
法
華
文
句
』
の
不
軽
品
釈
義
に

そ
の
要
義
を
求
め

る
と

「段
者
得
二善
悪
両
果
殉
誘
故
堕
レ
悪
。
聞
二
仏

性
名
一毒
鼓
之
力
獲
二善
果
報
幻
(中
略
)
経
有
二
大
力
一
終
感
二
大
果

一」

(『正
蔵
』
三
四
巻
一
四
一
b
)
と
い
う
説
示
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法

華
経
に
対
す
る
殿
諺
は
堕
獄
と
い
う
悪
果
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、

仏
性
常
住

の
経
意
を
聞
く
こ
と
は
そ
れ
が
毒
鼓
の
縁
と
な
っ
て
後
に
善

の
果
報
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
と
説
き
、
そ
の
根
拠
を
法
華
経
の
有

つ
力
用
に
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
法
華
経
聞
法
と
善
の

果
報
と
の
必
然
的
連
関
性
は
、
法
華
経
の
経
力
に
視
点
を
置
い
て
理
解

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
こ
れ
と
同
様
の
主
張
を

法
師
品
の

『
文
句
記
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
(『
正
蔵
』
三
四
巻
三
〇

五
b
)
そ
こ
で
は
、
遠
い
過
去
に
法
華
経
を
聞
法
し
た
こ
と
に
よ
る
善

根
に
籍

つ
て
現
在
の
発
菩
提
心
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
必
然
的
連
関
性
を
充
た
す
要
因
は
法
華
経
そ
の
も
の
の
功
能
に
あ

る
と
し
、
法
華
経
な
い
し
法
華
経
聞
法
に
よ
る
善
根
の
超
勝
性
を
力
説

す
る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
、
天
台
本
末
釈
の
中
で
は
、
法
華
経
聞
法
と
、
そ
れ
に

籍

っ
て
起

る
智
慧

の
発
揚
お
よ
び
実
践
と
の
必
然
的
連
関
性
は
、
法
華

経
の
有

つ
経
力
あ
る
い
は
法
華
経
の
功
能
と
い
う
概
念
に
ょ
っ
て
理
解

さ
れ
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
華

経
の
経
力

・
功
能
等

の
用
語
は
抽
象
概
念
で
あ

っ
て
、
法
華
経
の
用
玄

義
を
充
分
に
表
現
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ

こ
で
、
そ
れ
ら
の
用

語
と
は
異
表
現
で
あ
り
し
か
も
そ
の
思
想
概
念
を
充
分
に
表
明
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
、
次
の
文
を
指
摘

し
た

い
。
「無
価
至
二
真
如
智
宝
也
一

者
。
此
是
約
レ
教
乃
以
二了
因
一而
為
二繋
珠
幻
教
申
詮
レ
理
故
云
二真
如
幻

教
是
智
用
故
云
二智
宝

約
二受
化
者
司
教
能
生
レ智

亦
名
為
レ
智
。
宝
有
二

二
義
殉
倶
是
智
家
之
宝
。
」
(『正
蔵
』
三
四
巻

一
〇
七
a
)
こ
れ
は
衣
裏
繋

珠
の
讐
え
を
大
通
法
華
覆
講
下
種
に
約
し
て
説
い
た
も

の
で
、
大
通
下

種

の
仏
種
に
関
す
る
消
釈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
文
は
ま
ず
、
真
理

を
説
く
が
故
に
法
華
経
が
仏
種
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
次
に
、
受

化

の
衆
生
に
約
せ
ば
智
慧
で
あ
る
了
因
仏
性
が
仏
種
に
な
る
こ
と
を
指

摘
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は

「教
能
生
レ
智
」
と
い
う
考
え
が
あ

る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
法
華
経
は
仏
智
を

以

っ
て
如
来

の
真
実
を
顕
説
し
た
教
で
あ
る
が
故

に
、
法
華
経
そ
の
も

の
に
衆
生
に
智
慧
を
誘
発
さ
せ
る
力
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ

に
、
法
華
経
を
聞
法
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
衆
生
の
智
慧
が
発
揚
す
る
と

い
う
論
理

の
必
然
性
は
、
「
教
能
生
レ
智
」
と
い
う
天
台

一
流
の
思
考
に

よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
智
慧

の

発
揚
が
さ
ら
に
は
具
体
的
実
践

へ
と
昇
華
す
る
と
い
う
考
え
は
、
道
理

で
あ
る
が
、
そ
の
典
拠
を
出
せ
ば

『
玄
義
釈
籔
』

の
修
性
不
二
門
に
示

さ
れ
た

「性
錐
二
本
爾
一籍
レ
智
起
レ
修
」
(『
正
蔵
』
三
三
巻
九
一
八
c
)
と

す
る
文
を
明
証
と
す
れ
ば
た
り
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
要
す
る
に
、

聞
法
下
種
に
お
け
る
化
導

の
論
理
と
し
て
、
法
華
経
を
聞
法
す
る
こ
と
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(1
)

は
如
来

の
真
実
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
す
な
わ
ち
現
実
の
智
慧

と
な
り
具
体
的
実
践

へ
と
昇
華
す
る
、

と
い
う
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

以
上
、
甚
だ
粗
雑
で
は
あ
る
が
、
天
台
教
学
に
お
け
る
聞
法
下
種
の

論
理
構
造
に

つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

い
ま
そ
こ
に
理
解
さ
れ
た
凡
夫

成
仏

の
論
理
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
仏
種
と
し
て
規
定
さ
れ
た
法
華
経
と
い
う
教
法
と
衆
生
の
縁

了
仏
性
と
は
、
法
華
経
聞
法
と
い
う
機
縁
を
媒
介
と
し
て
、
そ
こ
に
有

機
的
な
関
係
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
は
、
「下
種
」
と
い
う
思
想
用
語
が
、
「仏
種
を
下
す
」
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
「仏
種
が
下
さ
れ
る
」
と
い
う

こ
と
を

も
示
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
す

な
わ
ち
、
「
仏
種
を
下
す
」

と
い
う
能
動
的
な
意
味
で
の
仏
種

は
法
華
経
で
あ
り
、
「仏
種

が
下
さ

れ
る
」
と
い
う
受
動
的
な
意
味
で
の
仏
種
は
現
実
に
お
け
る
衆
生
の
智

慧
で
あ
り
具
体
的
実
践
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
両
者
の
関
係
を
法
華
経
聞
法
を
媒
介
と
し
て

成
立
せ
し
め
る
も
の
は
、
「教
能
生
レ
智
」
と
い
う
天
台

の
法
華
経
観
に

あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
教
法

の
有

つ
用
玄
義
に

視
点
を
置
い
た
、
法
華
経
の
余
教
に
対
す
る
絶
対
性
、
超
勝
性
の
表
明

に
他
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
、
三
種
教
相
の
第
二
に
化
道
の
始

終
を
説
き
、
「
不
下
以
二余
教
一為
占
種
」
と
し
た
理
由
が
存
す
る
も

の
と

考
え
る
。

な
お
残
さ
れ
た
課
題
と
し
て
、
日
蓮
聖
人
が
ど

の
よ
う
な
か
た
ち
で

聞
法
下
種
の
論
理
を
受
容
さ
れ
た
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
聖
人
は

『
八
宗
違
目
抄
』
、
『
観
心
本
尊
抄
』
等
の
中
で
、
三
因
仏
性
が
本
有
で

あ
る
こ
と
を
説
く
教
は
法
華
経
に
限
る
と
し
て
法
華
経
が
仏
種

で
あ
る

こ
と
の
所
以
を
明
か
し
、
そ
こ
に
法
華
経
の
絶
対
性
を
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
ま
た

『
観
心
本
尊
抄
』
の
中
で
は
、
妙
法
五
字
が
仏
種

で
あ
る
こ

と
を
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
日
蓮
聖
人
の
下
種
論
に

お
け
る

「仏
種
を
下
す
」
と
い
う
意
味
で
の
仏
種
が
、
法
華
経
あ
る
い

は
妙
法
五
字
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
仏

種
が
下
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
仏
種
を
考

え
た
場
合
、
「教
能
生

レ智
」
と
い
う
天
台

の
法
華
経
観
に
も
と
つ
く
聞

法
下
種

の
要
点
を
、

日
蓮
聖
人
が
い
わ
ゆ
る

「
以
信
代
慧
」
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な

っ
て
く
る
で
あ
ろ

う
。
尚
、

こ
の
問
題
に
関
す
る
詳
細
は
後
日
を
期
す
。

(1
)

「聞
法
」
と
は
法
華
経
の
何
を
聞
く
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題

に
な

る
が
、
天
台
本
末
釈
の
中
に
は

「仏
性
名
」
「本
有
理
」
「常
住
」
等
の
表

現
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
仏
性
常
住
の
理
」
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
る
。
し
か
し
乍
ら

「仏
性
常
住
」
に
関
し
て
は
法
華
経
よ
り
も
む
し
ろ

浬
架
経
が
積
極
的
に
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
華
経
の
聞

法
下
種
を
表
現
す
る
と
き
に

「仏
性
常
住
の
理
」
と
い
う
思
想
用
語
を
使

用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
さ
ら
に
検
当
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(立
正
大
学
大
学
院
)
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