
鳩
摩
羅
什
訳
の
『
妙
法
蓮
華
経
』
 
－
 
い
わ
ゆ
る
我
々
が
簡
略
に
『
法
 
 

華
経
』
と
呼
ぶ
教
典
は
不
思
議
な
仏
教
経
典
で
あ
る
。
中
国
を
始
め
と
 
 

す
る
東
ア
ジ
ア
仏
教
文
化
圏
で
は
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
『
法
華
経
』
は
 
 

多
大
な
影
響
を
与
え
、
も
ち
ろ
ん
日
本
で
も
、
聖
徳
太
子
の
『
法
華
義
 
 

疏
』
か
ら
鎌
倉
時
代
の
日
蓮
を
通
過
し
、
現
代
の
宮
沢
賢
治
に
至
る
ま
 
 

で
、
宗
教
史
と
文
化
史
の
上
に
並
々
な
ら
ぬ
痕
跡
を
残
し
て
い
る
。
し
 
 

か
し
、
仏
教
文
化
と
嫁
の
薄
く
な
り
つ
つ
あ
る
今
日
に
生
き
る
我
々
が
、
 
 

虚
心
坦
懐
に
、
い
わ
ば
素
人
と
し
て
『
法
華
経
』
を
読
ん
で
み
る
時
、
な
 
 

ぜ
こ
の
経
典
が
過
去
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
賛
嘆
さ
れ
た
の
か
や
や
理
解
 
 

し
か
ね
る
、
と
い
う
の
が
正
直
な
所
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
仏
 
 

教
学
者
の
注
釈
書
や
概
説
書
を
片
手
に
置
い
て
読
み
、
各
部
分
に
威
さ
 
 

衣
の
裏
の
宝
珠
 
 

1
道
元
に
お
け
る
『
法
華
経
』
響
聴
講
解
釈
 
 

れ
て
い
る
教
理
と
そ
の
仏
教
史
的
意
義
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
れ
ば
一
応
 
 

な
る
ほ
ど
と
納
得
は
で
き
る
。
だ
が
、
一
切
の
注
釈
を
離
れ
て
一
つ
の
 
 

作
品
と
し
て
『
法
華
経
』
を
現
代
の
我
々
が
読
む
時
、
そ
れ
は
何
よ
り
 
 

も
長
大
な
自
己
言
及
的
テ
キ
ス
ト
 
ー
 
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
価
値
が
あ
る
 
 

か
ら
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
命
じ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
 
ー
 
と
し
て
読
め
て
 
 

し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
経
典
は
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
に
「
不
思
 
 

議
な
」
と
書
い
た
の
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。
 
 

我
々
が
、
文
学
と
し
て
『
法
華
経
』
を
読
ん
で
面
白
い
と
思
う
の
は
 
 

煩
填
で
あ
り
強
圧
的
な
匂
い
も
す
る
教
義
の
説
法
部
で
は
な
く
、
全
体
 
 

に
渡
っ
て
多
く
盛
り
こ
ま
れ
た
因
縁
讃
や
彗
喩
讃
と
い
う
説
話
的
な
部
 
 
 

2
 
 

君
 
野
 
隆
 
久
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分
で
あ
る
。
こ
の
経
典
ほ
そ
れ
ら
を
巧
み
に
活
か
し
て
お
り
、
ま
た
そ
 
 

れ
ゆ
え
に
日
本
文
学
に
も
大
き
な
痕
跡
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
多
 
 

く
の
誓
喩
讃
の
中
に
は
、
有
名
な
「
火
宅
の
誓
囁
」
や
、
新
約
聖
書
の
 
 

ル
カ
伝
に
あ
る
「
放
蕩
息
子
の
帰
還
」
の
撃
喩
と
モ
チ
ー
フ
が
類
似
し
 
 

て
い
る
「
長
者
窮
子
の
雪
喩
」
等
の
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
 
 
 

そ
の
中
で
も
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
五
百
弟
子
受
記
品
第
 
 

八
に
載
せ
ら
れ
た
「
繋
宝
珠
の
響
喩
」
（
あ
る
い
は
「
衣
衰
の
宝
珠
の
響
 
 

喩
」
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
誓
喩
謬
は
分
量
と
し
て
は
短
い
 
 

も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
物
語
性
が
豊
富
で
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
 
 

美
し
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
次
に
原
文
と
書
き
下
し
文
を
示
そ
う
。
 
 

（
双
方
と
も
岩
波
文
庫
本
に
拠
る
）
。
 
 

世
尊
、
響
如
有
人
、
至
親
友
家
、
 
 

行
、
以
無
価
宝
珠
、
繋
其
衣
裏
、
 
 

知
、
起
巳
遊
行
、
到
於
他
国
、
 
 

難
、
若
少
有
所
得
、
便
以
為
足
。
 
 

貿
易
所
頚
。
常
可
如
意
、
無
所
乏
短
。
仏
亦
如
是
…
…
 
 

言
。
咄
哉
丈
夫
、
何
為
衣
食
、
乃
至
如
是
。
我
昔
欲
令
、
汝
得
安
柴
、
 
 

五
欲
自
窓
、
於
某
年
日
月
、
以
無
価
宝
珠
、
繋
汝
衣
裏
。
今
故
現
在
。
 
 

而
汝
不
知
、
勤
苦
憂
悩
、
以
求
自
活
。
甚
為
療
也
。
汝
今
可
以
此
宝
、
 
 
 

（
書
き
下
し
文
）
世
尊
よ
、
誓
え
ば
、
人
有
り
て
、
親
友
の
家
に
至
り
 
 
 

酔
酒
而
臥
。
是
時
親
友
、
官
事
当
 
 

与
之
而
去
。
其
人
酔
臥
、
都
不
覚
 
 

為
衣
食
故
、
動
力
求
索
、
甚
大
難
 
 

於
後
親
友
、
会
遇
見
之
、
而
作
是
 
 

（
1
）
 
 

あ
る
人
が
親
友
の
家
に
行
っ
て
饗
宴
を
亨
け
た
。
そ
の
人
は
酔
い
つ
 
 

ぶ
れ
て
眠
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
宴
を
開
い
た
主
人
は
仕
事
に
出
か
け
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
時
刻
と
な
っ
た
。
主
人
は
友
の
寝
顔
を
眺
め
な
が
ら
、
 
 

何
を
思
っ
た
の
か
、
熟
睡
し
て
い
る
当
人
の
「
衣
の
裏
」
に
「
無
価
の
 
 

宝
珠
」
（
価
格
が
付
け
ら
れ
な
い
程
高
価
な
宝
珠
）
を
縫
い
込
ん
で
家
を
 
 

出
た
。
 
 
 

お
お
や
け
 
 

て
、
酒
に
酔
い
て
臥
せ
る
が
如
し
。
こ
の
時
、
親
友
は
官
の
事
あ
り
 
 

て
当
に
行
く
べ
か
り
し
か
ば
、
無
価
の
宝
珠
を
も
っ
て
、
そ
の
衣
の
 
 

す
べ
 
 

要
に
繋
け
、
こ
れ
を
与
え
て
去
れ
り
。
そ
の
人
、
酔
い
臥
し
て
、
都
 
 

て
覚
知
せ
ず
、
起
き
巳
り
て
、
遊
行
し
て
他
国
に
到
り
、
衣
食
の
た
 
 

つ
と
め
も
と
む
 
 

め
の
故
に
、
動
力
て
求
乗
る
こ
と
、
甚
だ
大
い
に
難
難
し
、
若
し
少
 
 

し
く
得
る
所
有
れ
ば
、
便
ち
も
っ
て
足
れ
り
と
な
せ
り
。
後
に
お
い
 
 

お
の
こ
 
 

つ
た
な
い
 
 

た
士
T
た
ま
あ
い
 
 

て
、
親
友
は
会
過
て
こ
れ
を
鬼
、
こ
の
言
を
な
す
「
咄
か
な
、
丈
夫
 
 

カ
 
 

よ
、
何
ん
ぞ
、
衣
食
の
た
め
に
、
乃
ち
、
か
く
の
如
く
な
る
に
至
れ
 
 

る
や
。
わ
れ
昔
、
汝
を
し
て
安
禁
な
る
こ
と
を
え
て
、
五
欲
に
自
ら
 
 

む
げ
 
 

ほ
し
い
ま
ま
 

そ
れ
が
し
 
 

窓
 
な
ら
し
め
ん
と
欲
し
て
、
其
の
年
月
日
に
お
い
て
、
無
価
の
 
 

な
お
 
 

宝
珠
を
も
っ
て
、
汝
の
衣
の
真
に
繋
け
し
な
り
。
今
、
故
、
現
に
在
 
 

ご
ん
く
う
の
う
 
 

り
。
し
か
る
を
汝
は
知
ら
ず
し
て
、
勤
苦
し
憂
悩
し
、
も
っ
て
自
活
 
 

お
ろ
か
 
 

す
る
こ
と
を
求
む
。
甚
だ
こ
れ
凝
な
り
。
汝
は
今
、
こ
の
宝
を
も
っ
 
 

も
と
む
 

か
え
 
 

て
、
須
る
所
に
貿
易
る
べ
し
。
常
に
、
意
の
如
く
に
し
て
、
乏
し
く
 
 

（
2
）
 
 

る
所
無
か
ら
し
む
べ
し
」
と
。
仏
も
亦
、
か
く
の
如
し
。
…
…
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当
人
は
眼
醒
め
て
後
、
他
国
を
放
浪
し
て
職
を
求
め
る
は
め
に
陥
っ
 
 

た
。
次
第
に
零
落
し
、
日
々
の
衣
食
の
た
め
だ
け
に
日
雇
い
仕
事
を
し
 
 

て
、
僅
か
な
日
銭
を
得
れ
ば
そ
れ
で
満
足
す
る
生
活
を
し
て
い
る
。
そ
 
 

ん
な
あ
る
日
、
か
つ
て
の
親
友
に
偶
然
再
会
し
た
。
親
友
は
当
人
の
あ
 
 

り
さ
ま
を
見
て
次
の
よ
う
に
言
い
放
つ
。
「
何
を
し
て
い
る
ん
だ
、
君
は
。
 
 

日
々
の
パ
ン
の
た
め
だ
け
に
こ
ん
な
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
。
昔
、
私
は
、
 
 

君
が
安
楽
な
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
願
っ
て
、
君
の
衣
 
 

服
の
裏
に
高
価
な
宝
珠
を
縫
い
込
ん
で
お
い
た
の
だ
。
今
も
あ
る
は
ず
 
 

だ
よ
。
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
で
毎
日
あ
く
せ
く
し
て
馬
鹿
だ
な
あ
。
早
 
 

く
そ
れ
を
金
に
換
え
て
、
必
要
な
物
を
買
っ
て
楽
な
生
活
を
す
る
が
よ
 
 

い
」
。
 
 
 

大
体
こ
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
こ
の
誓
職
謬
が
載
せ
ら
れ
 
 

て
い
る
「
五
百
弟
子
受
記
品
」
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
仏
陀
が
多
数
の
 
 

仏
弟
子
（
阿
羅
漢
）
集
団
に
記
別
（
将
来
必
ず
仏
の
地
位
に
達
す
る
と
 
 

い
う
約
束
）
を
授
け
る
こ
と
を
描
い
た
章
で
あ
る
。
受
記
さ
れ
た
こ
と
 
 

に
歓
喜
し
た
玉
石
人
の
阿
羅
漢
た
ち
が
、
仏
陀
の
前
で
そ
れ
ま
で
の
無
 
 

智
を
悔
い
つ
つ
、
「
世
等
よ
…
…
我
等
は
、
応
に
、
如
来
の
智
慧
を
得
べ
 
 

か
り
し
に
、
し
か
も
便
ち
自
ら
小
智
を
も
っ
て
足
れ
り
と
な
し
た
れ
ば
 
 

な
り
」
と
述
べ
、
そ
の
す
ぐ
後
に
阿
羅
漢
た
ち
が
自
ら
こ
の
誓
喩
を
語
 
 

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宝
珠
を
縫
い
付
け
た
宴
の
主
人
ほ
仏
陀
に
 
 

誓
え
ら
れ
、
酔
っ
て
宝
珠
を
縫
い
付
け
ら
れ
た
友
人
は
自
分
た
ち
阿
羅
 
 

漢
に
当
た
る
と
い
う
訳
だ
。
そ
し
て
宝
珠
と
は
、
伝
統
的
か
つ
一
般
的
 
 

な
解
釈
 
－
 
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
後
に
触
れ
る
が
 
－
 
に
よ
れ
ば
、
三
 
 

乗
の
教
え
を
超
越
す
る
『
法
華
経
』
独
自
の
一
乗
実
相
の
教
え
を
象
徴
 
 

す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
の
伝
統
的
か
つ
一
般
的
な
解
釈
は
、
例
え
ば
、
文
学
の
分
野
な
ら
 
 

ば
『
梁
塵
秘
抄
』
な
ど
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
『
梁
塵
秘
抄
』
に
は
、
 
 

こ
の
「
繋
宝
珠
の
撃
囁
」
を
題
材
に
し
た
今
様
の
法
文
歌
が
三
首
載
せ
 
 

ら
れ
て
い
る
。
 
 

こ
れ
ら
は
何
よ
り
も
歌
謡
で
あ
る
か
ら
、
論
理
的
に
整
合
す
る
経
典
 
 

解
釈
を
示
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
一
乗
実
相
珠
清
し
」
や
、
 
 

「
磨
け
ば
仏
に
成
り
た
ま
ふ
」
や
、
「
知
ら
ぬ
人
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
」
等
 
 

の
語
句
は
、
こ
の
讐
喩
讃
の
日
本
に
お
け
る
当
時
の
平
均
的
な
理
解
と
 
 

受
容
の
さ
れ
方
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
 
 
 

親
し
き
友
の
家
に
行
き
、
酒
に
酔
ひ
伏
し
臥
せ
る
ほ
ど
、
衣
の
裏
に
 
 

繋
く
珠
を
、
知
ら
ぬ
人
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
て
）
 
 
 
 
 
カ
 
 

一
乗
実
相
珠
精
し
、
衣
の
裏
に
ぞ
か
け
て
け
る
、
酔
の
後
に
ぞ
悟
り
 
 
 

ぬ
る
、
昔
の
親
の
う
れ
し
さ
に
。
 
 

ゐ
な
た
 
 

釈
迦
は
第
十
六
王
子
、
塵
点
劫
数
の
彼
方
よ
り
、
衣
の
裏
に
珠
つ
～
 
 
 

み
、
磨
け
ば
仏
に
成
り
た
ま
ふ
。
 
 

22  



だ
が
私
が
こ
の
小
論
で
扱
い
た
い
の
は
そ
の
よ
う
な
公
式
見
解
的
な
 
 

解
釈
で
は
な
く
、
一
個
人
に
よ
る
や
や
特
異
な
「
繋
宝
珠
の
誓
喩
」
評
 
 

解
釈
で
あ
る
。
解
釈
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
本
歌
取
り
に
近
い
も
の
か
 
 

も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
思
想
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
物
語
性
を
逆
説
的
に
 
 

解
体
し
な
が
ら
も
、
輝
く
宝
珠
の
イ
メ
ー
ジ
は
飽
か
ら
経
由
し
た
宝
珠
 
 

と
相
並
ば
さ
れ
つ
つ
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
様
相
が
見
ら
れ
る
。
そ
 
 

の
一
個
人
と
は
日
本
曹
洞
宗
の
開
祖
と
し
て
知
ら
れ
る
道
元
（
一
二
〇
 
 

〇
－
一
二
五
四
）
 
で
あ
る
。
彼
の
主
著
『
正
法
眼
蔵
』
に
は
、
こ
の
誓
 
 

喩
謬
が
目
立
た
な
い
形
で
そ
っ
と
姿
を
表
し
て
い
る
。
 
 

『
正
法
眼
蔵
』
は
難
解
な
著
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
定
評
も
し
く
 
 

は
紋
切
り
型
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
少
な
 
 

く
と
も
そ
の
難
解
さ
の
性
質
に
考
え
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
な
し
に
た
だ
難
 
 

解
だ
と
言
い
放
つ
こ
と
は
、
知
的
不
誠
実
ま
た
は
単
な
る
権
威
主
義
の
 
 

そ
し
り
を
免
れ
な
い
。
『
正
法
眼
蔵
』
の
難
解
さ
の
大
き
な
部
分
は
、
道
 
 

元
が
自
由
自
在
に
散
り
ば
め
る
中
国
の
禅
籍
か
ら
の
膨
大
な
数
の
引
用
 
 

に
原
因
し
て
い
る
。
そ
の
隠
語
め
い
た
語
句
が
ほ
と
ん
ど
無
理
矢
理
に
 
 

日
本
語
の
中
に
ね
じ
こ
ま
れ
、
文
レ
ベ
ル
で
の
論
理
の
飛
躍
と
相
侯
っ
 
 

て
、
一
つ
の
表
現
の
過
剰
を
形
造
っ
て
い
る
。
結
果
と
し
て
読
む
側
は
、
 
 

解
釈
の
深
度
を
自
ら
測
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
り
、
読
み
込
も
う
 
 

3
 
 

と
す
れ
ば
ど
ん
な
思
想
を
も
そ
こ
に
読
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
 
 

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
道
元
」
を
始
め
と
 
 

す
る
、
道
元
に
対
す
る
比
較
思
想
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
り
わ
け
多
い
こ
 
 

と
も
偶
然
で
は
な
い
。
 
 
 

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
か
ら
と
て
、
『
正
法
眼
威
』
第
七
の
「
一
 
 

顆
明
珠
」
と
題
さ
れ
た
巻
（
一
二
三
八
年
執
筆
）
 
の
難
解
さ
が
減
少
す
 
 

る
訳
で
は
な
い
。
幸
い
に
も
、
こ
の
小
論
は
「
一
顆
明
珠
」
に
盛
ら
れ
 
 

た
道
元
の
哲
学
を
解
明
す
る
こ
と
が
直
接
の
目
的
で
は
な
く
、
ま
た
そ
 
 

れ
を
十
全
な
形
で
成
す
こ
と
は
現
在
の
私
に
は
少
々
手
に
余
る
こ
と
で
 
 

も
あ
る
。
今
は
た
だ
、
「
一
類
明
珠
」
巻
は
、
「
明
珠
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
 
 

手
掛
か
り
に
、
道
元
が
自
ら
の
世
界
観
を
語
っ
た
不
思
議
な
透
明
感
に
 
 

充
ち
た
短
編
で
あ
る
、
と
仮
に
言
っ
て
お
こ
う
。
 
 
 

「
一
顆
明
珠
」
巻
は
、
冒
頭
に
末
代
の
禅
者
玄
妙
師
偶
の
来
歴
が
語
 
 

ら
れ
、
師
備
が
得
通
し
た
の
ち
に
示
衆
し
た
と
さ
れ
る
命
題
「
尽
十
方
 
 

世
界
是
一
類
明
珠
」
を
道
元
が
解
釈
す
る
形
で
一
巻
が
書
か
れ
て
い
る
。
 
 

「
明
珠
」
の
語
は
直
接
に
は
こ
の
玄
沙
師
備
の
命
題
に
由
来
す
る
が
、
山
折
 
 

哲
雄
氏
は
ま
た
、
そ
こ
に
白
居
易
の
詩
の
影
響
を
も
指
摘
し
て
い
る
 
 

（
『
自
民
文
集
』
所
収
の
白
居
易
の
 
『
春
題
湖
上
』
と
い
う
七
言
詩
の
中
 
 

に
、
「
月
点
披
心
一
顆
珠
」
と
い
う
一
句
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
）
。
こ
 
 

れ
も
貴
重
な
指
摘
だ
が
、
加
え
て
〓
顆
明
珠
」
巻
の
成
立
に
当
た
っ
 
 

て
は
、
『
法
華
経
』
の
「
繋
宝
珠
の
雪
職
」
も
確
か
に
そ
の
一
つ
の
礎
石
 
 

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
巻
の
半
ば
を
や
や
過
ぎ
た
あ
た
り
に
次
の
 
 
 

7
）
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一
見
看
過
し
が
ち
だ
が
、
「
衣
裏
に
か
～
る
」
「
こ
ろ
も
の
う
ら
に
か
～
 
 

る
」
「
酔
酒
の
時
節
」
等
の
言
葉
と
、
「
珠
」
の
表
象
の
共
通
点
に
よ
り
、
 
 

こ
こ
に
「
繋
宝
珠
の
誓
喩
」
が
下
敷
き
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
 
 

あ
る
。
（
「
撃
中
に
を
さ
む
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
、
実
は
『
法
華
経
』
の
 
 

も
う
一
つ
の
誓
喩
 
－
 
安
楽
行
品
に
で
る
「
撃
珠
の
誓
喩
」
も
下
敷
き
に
 
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
）
。
『
正
法
眼
蔵
』
 
に
は
移
し
い
数
の
仏
典
 
 

外
典
が
姿
を
表
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
道
元
の
文
章
に
溶
解
し
た
 
 

形
で
表
れ
る
場
合
、
そ
れ
を
も
は
や
「
引
用
」
と
は
呼
べ
ま
い
。
や
は
 
 

り
あ
る
種
の
本
歌
取
り
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
 
 
 

右
で
「
一
顆
明
珠
」
に
お
け
る
『
法
華
経
』
依
拠
部
分
を
指
摘
し
た
 
 

こ
と
ほ
、
そ
れ
だ
け
で
は
特
に
意
味
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
既
に
日
本
 
 

思
想
大
系
本
に
も
、
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
岩
波
文
庫
本
に
も
注
と
し
て
載
 
 

よ
う
な
一
段
が
あ
る
。
 
 

し
や
う
た
う
い
ん
も
じ
 
 
 

正
当
悠
腰
時
、
あ
る
い
は
虚
空
に
か
～
り
、
表
裏
に
か
～
る
、
あ
 
 

け
ち
争
う
 
 
 

が
ん
か
 
 
 

る
い
は
璽
下
に
を
さ
め
、
撃
中
に
を
さ
む
る
、
み
な
尽
十
方
界
一
顆
 
 

ぎ   

や
う
す
 
 
 

明
珠
な
り
。
こ
ろ
も
の
う
ら
に
か
～
る
を
様
子
と
せ
り
、
お
も
て
に
 
 
 

か
け
ん
と
道
取
す
る
こ
と
な
か
れ
。
響
中
韻
下
に
か
～
れ
る
を
様
子
 
 

け
へ
う
が
人
べ
う
 
 
 

と
せ
り
、
撃
表
領
表
に
弄
せ
ん
と
擬
す
る
事
な
か
れ
。
酔
酒
の
時
節
 
 
 

に
た
ま
を
あ
た
ふ
る
親
友
あ
り
、
親
友
に
は
か
な
ら
ず
た
ま
を
あ
た
 
 

（
5
）
 
 
ふ
べ
し
。
た
ま
を
か
け
ら
る
～
時
節
、
か
な
ら
ず
酔
酒
す
る
な
り
。
 
 

せ
ら
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。
問
題
は
道
元
が
こ
の
誓
喩
讃
を
ど
の
よ
 
 

う
に
処
理
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
 
 
 

道
元
は
こ
こ
で
す
ぐ
に
気
づ
く
二
つ
の
事
を
強
調
し
て
い
る
。
一
つ
 
 

は
、
明
珠
は
必
ず
「
う
ら
」
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
お
も
て
」
 
 

に
繋
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
（
「
こ
ろ
も
の
う
ら
に
か
～
 
 

る
を
様
子
と
せ
り
、
お
も
て
に
か
け
ん
と
道
取
す
る
こ
と
な
か
れ
」
）
。
も
 
 

う
一
つ
は
、
そ
の
明
珠
を
与
え
ら
れ
る
時
は
必
ず
酔
酒
し
て
い
な
け
れ
 
 

ば
な
ら
な
い
、
酔
酒
し
て
い
る
状
態
こ
そ
が
本
態
で
あ
る
、
と
い
う
こ
 
 

と
で
あ
る
。
（
「
た
ま
を
か
け
ら
る
～
時
節
、
か
な
ら
ず
酔
酒
す
る
な
 
 

り
」
）
。
こ
の
解
釈
は
奇
妙
な
も
の
だ
。
も
と
の
説
話
に
あ
っ
て
は
、
誓
 
 

喩
讃
の
物
語
の
中
で
の
負
の
価
値
を
負
っ
た
要
素
（
「
衣
の
裏
」
と
「
酔
 
 

酒
」
）
が
、
逆
に
こ
こ
で
は
積
極
的
に
評
価
さ
れ
、
正
の
価
値
を
与
え
ら
 
 

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
 
 

『
法
華
経
』
は
そ
の
背
後
に
彪
大
な
注
釈
書
群
を
引
き
連
れ
て
い
る
。
 
 

そ
の
中
で
経
に
載
せ
ら
れ
た
誓
喩
讃
を
始
め
て
七
種
に
分
類
し
注
釈
を
 
 

施
し
た
の
は
、
現
存
す
る
唯
一
の
イ
ン
ド
撰
述
の
 
『
法
華
経
』
注
釈
書
 
 

で
も
あ
る
世
親
（
＜
a
s
u
b
a
n
d
h
u
）
 
の
 
『
法
華
経
論
』
 
（
『
妙
法
蓮
華
経
憂
 
 

披
提
舎
』
）
 
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
「
繋
宝
珠
の
誓
喩
」
は
、
「
無
 
 

冠
人
」
に
向
け
て
、
そ
の
「
散
乱
増
上
慢
心
」
を
対
治
す
る
た
め
に
説
 
 
 

4
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『
法
華
経
論
』
は
中
国
の
歴
代
講
師
た
ち
の
解
釈
の
拠
り
所
と
な
っ
 
 

た
。
中
国
三
論
宗
の
学
僧
吉
蔵
（
五
四
九
－
六
二
三
）
は
『
法
華
論
疏
』
 
 

に
お
い
て
こ
の
論
を
さ
ら
に
注
釈
す
る
形
で
、
衣
裏
の
宝
珠
は
「
菩
提
 
 

心
」
 
で
あ
り
、
そ
の
人
に
過
去
の
善
根
を
示
し
て
か
つ
て
菩
提
心
を
発
 
 

し
た
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
、
し
か
る
後
に
三
昧
を
得
せ
し
め
、
常
に
 
 

菩
提
心
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
の
が
こ
の
響
喩
の
目
的
で
あ
る
と
 
 

7
）
 

し
た
蓄
蔵
は
「
令
解
無
上
」
の
内
容
を
明
確
化
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
世
朝
－
吉
蔵
と
連
な
る
解
釈
は
い
わ
ば
正
統
派
の
解
釈
で
あ
り
、
 
 

天
台
教
学
に
流
れ
こ
ん
で
ゆ
く
。
一
言
で
ま
と
め
れ
ば
、
宝
珠
は
大
乗
 
 

仏
教
特
有
の
菩
提
心
の
象
徴
で
あ
り
、
忘
れ
去
ら
れ
た
菩
提
心
が
自
己
 
 

の
内
部
に
隠
さ
れ
て
い
て
知
覚
さ
れ
て
い
な
い
の
を
想
起
さ
せ
る
の
が
、
 
 

「
繋
宝
珠
の
警
喩
」
讃
の
機
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
 
 

方
は
、
先
に
引
用
し
た
『
梁
塵
秘
抄
』
の
三
首
の
今
様
に
も
よ
く
表
れ
 
 

て
い
た
。
菩
提
心
＝
宝
珠
が
隠
さ
れ
（
衣
の
「
う
ら
」
に
あ
り
）
、
酔
酒
 
 

し
て
覚
知
し
て
い
な
い
の
は
「
散
乱
増
上
慢
心
」
の
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
 
 

大
乗
仏
教
の
立
場
か
ら
ほ
本
来
あ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
 
 

か
れ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
「
散
乱
増
上
慢
心
」
と
は
、
過
去
に
大
乗
の
 
 

善
根
を
植
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
そ
れ
を
忘
れ
果
て
て
覚
知
 
 

せ
ず
、
そ
の
故
に
大
乗
が
あ
り
な
が
ら
も
小
乗
を
求
め
、
し
か
も
自
ら
 
 

を
「
第
〓
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
「
狭
劣
心
」
の
こ
と
を
指
す
と
説
 
 

明
さ
れ
る
。
「
狭
劣
心
」
の
転
倒
を
気
づ
か
せ
る
が
故
に
、
こ
の
響
喩
は
 
 

「
令
解
無
上
」
と
い
う
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
 
 
い
6
）
 
 

う
た
ど
っ
て
く
る
と
、
「
お
も
て
に
か
け
ん
と
道
取
す
る
こ
と
な
か
れ
」
 
 

「
た
ま
を
か
け
ら
る
ゝ
時
節
、
か
な
ら
ず
酔
酒
す
る
な
り
」
と
ぃ
う
道
元
 
 

の
語
句
が
如
何
に
正
統
か
ら
は
ず
れ
た
逆
転
的
な
も
の
で
あ
る
か
が
理
 
 

解
で
き
る
。
こ
の
逆
転
を
理
解
す
る
た
め
に
は
彼
の
仏
性
論
を
背
景
に
 
 

置
い
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
 
 

菩
提
心
と
は
菩
薩
の
持
つ
特
に
利
他
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
の
求
道
心
 
 

－
－
悟
り
を
求
め
る
心
、
と
普
通
説
明
さ
れ
る
。
悟
り
を
求
め
る
こ
と
自
 
 

体
が
既
に
自
ら
の
内
に
そ
の
可
能
性
を
前
提
し
て
こ
そ
成
り
立
つ
も
の
 
 

で
あ
れ
ば
、
菩
提
心
は
広
い
意
味
で
仏
性
を
前
提
と
し
て
い
る
。
（
両
者
 
 

を
ほ
ぼ
同
一
視
で
き
る
場
合
も
あ
る
と
思
う
が
、
菩
提
心
と
い
っ
た
場
 
 

合
は
よ
り
発
願
の
方
へ
重
点
が
か
か
っ
て
い
る
）
。
仏
性
と
は
最
も
簡
略
 
 

に
言
え
ば
自
己
の
内
に
あ
る
仏
と
な
る
因
子
の
こ
と
で
あ
る
。
今
取
り
 
 

上
げ
て
い
る
「
繋
宝
珠
の
誓
囁
」
の
場
合
、
宝
珠
を
仏
性
の
象
徴
と
み
 
 

て
も
何
ら
問
題
は
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
い
や
、
む
し
ろ
そ
う
考
え
た
 
 

方
が
明
快
に
把
握
で
き
る
で
は
な
い
か
。
 
 
 

大
乗
仏
教
興
隆
の
初
期
段
階
に
お
い
て
は
、
い
く
ら
個
人
が
仏
性
（
如
 
 

来
蔵
と
言
っ
て
も
お
な
じ
）
を
有
し
て
い
て
も
、
菩
薩
道
の
実
践
に
よ
 
 

る
修
行
の
階
梯
を
経
な
け
れ
ば
発
現
し
な
い
も
の
と
さ
れ
た
し
、
ま
た
 
 

差
別
的
に
全
く
仏
性
を
有
さ
な
い
人
の
階
級
も
あ
る
と
言
わ
れ
た
の
で
 
 

5
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あ
る
。
だ
が
、
大
乗
仏
教
が
歴
史
の
中
で
分
裂
と
発
展
を
繰
り
返
し
な
 
 

が
ら
東
漸
し
て
い
く
に
従
っ
て
、
大
き
な
流
れ
と
し
て
は
、
仏
性
は
次
 
 

第
に
個
人
の
内
奥
か
ら
表
層
へ
、
不
可
視
の
園
子
的
存
在
か
ら
人
間
の
 
 

意
識
そ
の
も
の
と
同
一
視
さ
れ
る
方
向
へ
と
進
ん
だ
。
日
本
中
世
期
に
 
 

至
っ
て
、
遂
に
は
自
己
の
一
心
の
み
な
ら
ず
、
眼
に
映
ず
る
山
川
草
木
 
 

等
の
自
然
存
在
、
本
来
な
ら
仏
教
に
お
い
て
排
斥
さ
れ
る
べ
き
は
ず
の
 
 

煩
悩
に
充
ち
た
人
間
の
行
為
ま
で
、
一
切
の
現
象
が
仏
性
の
顕
現
で
あ
 
 

る
と
す
る
い
わ
ゆ
る
本
覚
思
想
が
全
盛
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

道
元
の
仏
性
論
は
日
本
中
世
の
本
覚
思
想
の
潮
流
の
中
に
あ
っ
て
は
 
 

特
異
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
多
く
禅
籍
の
語
を
用
い
て
語
る
か
ら
見
え
 
 

に
く
い
所
も
あ
る
が
、
そ
の
仏
性
論
は
明
ら
か
に
本
覚
思
想
に
逆
ら
う
 
 

形
で
為
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
一
切
を
仏
性
の
顕
現
で
あ
る
と
見
る
本
 
 

覚
思
想
は
、
「
有
仏
性
」
 
－
自
己
の
内
部
に
仏
性
が
無
条
件
で
存
在
す
 
 

る
と
い
う
考
え
方
－
を
自
己
内
外
の
境
界
を
突
破
し
て
最
大
限
に
拡
張
 
 

し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
道
元
は
逆
説
的
に
 
（
い
わ
ば
ア
イ
ロ
 
 

ニ
ー
と
し
て
）
「
無
仏
性
」
を
強
調
す
る
。
「
石
仏
性
」
が
も
は
や
少
し
 
 

も
肩
入
れ
す
る
必
要
の
な
い
程
肥
大
し
た
概
念
で
あ
る
が
故
に
。
 
 し

よ
あ
ぎ
ふ
ま
 
 
 

せ
ん
だ
ち
 
 
 

お
ほ
よ
そ
仏
性
の
道
理
、
あ
き
ら
む
る
先
達
す
く
な
し
。
諸
阿
笈
摩
 
 

き
や
う
ろ
ん
じ
 

け
う
 

じ
そ
ん
 
 
教
お
よ
び
経
論
師
の
し
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
仏
祖
の
児
孫
の
み
単
伝
 
 
 

す
る
な
り
。
仏
性
の
道
理
ほ
、
成
仏
よ
り
さ
き
に
具
足
せ
る
に
あ
ら
 
 
 

ず
、
成
仏
よ
り
の
ち
に
具
足
す
る
な
り
。
仏
性
か
な
ら
ず
成
仏
と
同
 
 

く
ふ
う
 
 
参
す
る
な
り
。
こ
の
道
理
、
よ
く
ノ
＼
参
究
功
夫
す
べ
し
。
三
二
十
 
 
 

年
も
功
夫
参
学
す
べ
し
。
十
聖
三
軍
の
あ
き
ら
む
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
 
 
 

ず
。
衆
生
有
仏
性
、
衆
生
無
仏
性
と
道
駁
す
る
、
こ
の
道
理
な
り
。
成
 
 

し
ゃ
う
て
き
 
 
仏
以
来
に
具
足
す
る
法
な
り
と
参
学
す
る
正
的
な
り
。
か
く
の
ご
と
 
 
 

く
学
せ
ざ
る
は
仏
法
に
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
…
…
（
中
略
）
…
…
見
仏
 
 

な
ん
て
な
ん
も
ん
 
 
 

開
法
の
最
初
に
、
難
得
難
聞
な
る
は
「
衆
生
無
仏
性
」
な
り
。
 
 

わ
く
じ
ゆ
う
ち
し
き
わ
く
じ
ゅ
う
き
ゃ
う
ぐ
わ
ん
 
 
 

或
従
知
識
、
或
従
経
巻
す
る
に
、
き
く
こ
と
の
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
は
衆
 
 
 

生
無
仏
性
な
り
。
…
…
（
中
略
）
…
…
し
る
べ
し
、
無
仏
性
の
道
取
 
 

ぢ
き
だ
う
 
 
 

聞
取
、
こ
れ
作
仏
の
直
通
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
。
し
か
あ
れ
ば
、
無
 
 
 

仏
性
の
正
当
任
心
鹿
時
す
な
わ
ち
作
仏
な
り
。
無
仏
性
い
ま
だ
見
聞
せ
 
 
 

ず
、
道
取
せ
ざ
る
は
、
い
ま
だ
作
仏
せ
ざ
る
な
り
。
 
 

（
8
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
正
法
眼
蔵
』
第
三
「
仏
性
」
）
 
 

『
正
法
眼
蔵
』
は
全
篇
に
わ
た
っ
て
断
定
の
気
概
に
充
ち
る
。
こ
こ
 
 

も
そ
の
良
い
例
だ
。
 
 
 

人
間
は
仏
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
成
仏
す
る
の
だ
、
と
い
う
単
 
 

純
な
論
理
を
道
元
は
ど
う
し
て
も
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
 
 

の
論
理
の
行
き
着
く
先
が
お
よ
そ
宗
教
的
な
高
み
か
ら
は
遠
い
境
地
に
 
 

至
り
が
ち
な
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
当
時
の
周
囲
を
見
渡
せ
ば
 
 

足
り
た
。
「
仏
性
の
道
理
は
、
成
仏
よ
り
さ
き
に
具
足
せ
る
に
あ
ら
ず
、
 
 

成
仏
よ
り
の
ち
に
具
足
す
る
な
り
。
仏
性
か
な
ら
ず
成
仏
と
同
参
す
る
 
 

な
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
で
は
な
ぜ
成
仏
で
き
る
の
か
」
と
い
う
問
い
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を
残
す
が
故
に
論
理
的
に
は
矛
盾
し
て
い
る
て
）
ま
た
は
同
語
反
復
に
陥
 
 

っ
て
い
る
か
に
見
え
る
。
だ
が
こ
れ
ほ
道
元
の
決
し
て
譲
れ
な
い
倫
理
 
 

的
要
請
で
あ
っ
た
。
 
 
 

自
己
の
内
部
に
仏
性
が
有
る
、
と
い
う
認
識
は
、
次
の
二
つ
の
方
向
 
 

へ
の
帰
結
を
も
た
ら
す
。
一
つ
は
発
心
か
ら
出
発
し
て
成
仏
に
至
る
ま
 
 

で
の
修
行
に
お
け
る
直
線
的
な
時
間
意
識
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
成
仏
 
 

と
い
う
ゴ
ー
ル
に
た
ど
り
つ
け
ば
そ
こ
で
修
行
は
終
わ
り
と
な
る
。
も
 
 

う
一
つ
は
、
因
子
と
し
て
の
仏
性
を
結
果
と
し
て
の
成
仏
に
直
結
す
る
 
 

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
は
や
修
行
は
必
要
で
な
く
な
る
。
つ
ね
に
 
 

す
で
に
自
分
は
仏
な
の
で
あ
る
か
ら
。
直
線
的
な
時
間
に
取
っ
て
か
わ
 
 

っ
て
、
「
永
遠
の
今
」
と
い
う
無
時
間
性
に
浸
さ
れ
た
世
界
が
現
れ
る
。
 
 

顎
 

こ
れ
は
ま
さ
に
中
世
本
覚
患
想
の
特
徴
で
あ
る
前
者
で
は
修
行
は
単
 
 

な
る
手
段
で
あ
り
、
後
者
で
は
修
行
の
意
味
が
無
化
さ
れ
る
。
こ
の
二
 
 

つ
に
対
抗
す
る
べ
く
、
道
元
に
と
っ
て
修
行
は
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
 
 

目
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
直
線
で
も
な
く
無
時
間
で
も
な
い
 
 

第
三
の
時
間
、
微
視
的
に
は
各
瞬
間
の
不
連
続
的
連
続
で
あ
り
巨
視
的
 
 

に
は
螺
旋
形
を
描
く
よ
う
な
時
間
が
そ
こ
に
現
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
修
 
 

証
一
等
」
 
の
立
場
で
あ
る
。
 
 

し
ゅ
し
ょ
■
つ
 
 
 

仏
法
に
は
、
修
証
こ
れ
一
等
な
り
。
い
ま
も
証
上
の
修
な
る
ゆ
ゑ
に
、
 
 
 

初
心
の
雛
道
す
な
は
ち
本
証
の
全
体
な
り
。
か
る
が
ゆ
ゑ
に
、
修
行
 
 
 

の
用
心
を
さ
ず
く
る
に
も
、
修
の
ほ
か
に
証
を
ま
つ
お
も
ひ
な
か
れ
 
 

こ
の
立
場
は
単
な
る
有
仏
性
説
で
は
成
り
立
た
な
い
。
有
仏
性
に
楔
 
 

を
入
れ
て
傍
証
一
等
の
力
動
を
発
進
さ
せ
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
 
 

ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
「
無
仏
性
」
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
「
し
 
 

る
べ
し
、
無
仏
性
の
道
取
聞
取
、
こ
れ
作
仏
の
直
通
な
り
と
い
ふ
こ
と
 
 

を
。
…
‥
無
仏
性
い
ま
だ
見
聞
せ
ず
、
道
取
せ
ざ
る
は
、
い
ま
だ
作
仏
 
 

せ
ざ
る
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
。
 
 

「
繋
宝
珠
の
讐
喩
」
の
宝
珠
を
道
元
に
お
け
る
仏
性
と
パ
ラ
レ
ル
な
 
 

も
の
と
し
て
考
え
る
と
、
彼
の
奇
妙
な
「
本
歌
取
り
」
 
の
逆
説
が
や
っ
 
 

と
理
解
で
き
る
。
宝
珠
＝
仏
性
が
、
も
し
衣
の
表
に
眼
に
見
え
る
形
で
 
 

有
る
な
ら
ば
そ
れ
は
単
純
な
有
仏
性
説
の
誓
喩
に
な
っ
て
し
ま
う
。
宝
 
 

珠
は
（
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
自
覚
も
な
し
に
）
隠
さ
れ
て
い
な
け
れ
 
 

ば
な
ら
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
道
元
は
ど
う
し
て
も
「
お
も
て
に
か
け
ん
 
 

と
道
取
す
る
こ
と
な
か
れ
」
と
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
 
 

も
し
宝
珠
が
は
っ
き
り
と
覚
醒
し
て
い
る
時
に
与
え
ら
れ
た
と
す
る
な
 
 

ら
ば
、
「
私
は
仏
性
を
有
し
て
い
る
」
と
い
う
自
覚
に
つ
な
が
り
、
こ
れ
 
 
 

】
う
き
し
 
 

と
を
し
ふ
、
直
指
の
本
証
な
る
が
ゆ
ゑ
な
る
べ
し
。
す
で
に
修
の
証
 
 

な
れ
ば
、
証
に
き
は
な
く
、
証
の
修
な
れ
ば
、
修
に
は
じ
め
な
し
。
 
 

（
‖
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
新
道
話
』
）
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も
単
純
な
有
仏
性
の
誓
囁
に
堕
し
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
そ
道
元
は
、
 
 

「
た
ま
を
か
け
ら
る
～
時
節
、
か
な
ら
ず
酔
酒
す
る
な
り
」
と
、
「
酔
酒
」
 
 

を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
酔
っ
た
貴
人
が
も
し
明
確
 
 

に
自
分
に
宝
珠
＝
仏
性
が
授
け
ら
れ
た
の
だ
と
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
先
 
 

程
の
「
仏
性
か
な
ら
ず
成
仏
と
同
参
す
る
な
り
」
の
立
言
は
瓦
解
す
る
 
 

だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
事
態
は
、
別
に
道
元
が
記
す
と
こ
ろ
の
「
自
己
 
 

（
1
2
）
 
 

に
知
ら
れ
ざ
る
授
記
あ
り
」
 
と
い
う
語
と
よ
く
対
応
す
る
。
 
 

仏
性
と
い
う
言
葉
は
現
代
の
私
達
に
何
の
関
係
も
な
い
言
葉
だ
ろ
う
 
 

か
。
た
と
え
ば
俗
流
心
理
学
か
ら
流
れ
出
て
今
や
軽
々
と
口
に
さ
れ
る
 
 

と
こ
ろ
の
「
自
己
実
現
」
と
い
う
言
葉
は
ど
う
か
。
「
自
己
実
現
」
と
は
 
 

有
仏
性
思
想
で
あ
る
。
も
し
私
達
が
「
実
現
さ
れ
る
べ
き
自
己
」
を
輝
 
 

く
宝
珠
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
道
元
は
「
実
現
 
 

さ
れ
る
べ
き
自
己
」
な
ど
な
い
、
と
言
い
切
る
だ
ろ
う
。
で
は
自
己
は
 
 

実
現
さ
れ
な
い
の
か
。
今
こ
の
一
瞬
に
現
成
す
る
自
己
を
、
で
き
う
る
 
 

限
り
ま
で
反
復
し
っ
づ
け
ろ
、
と
道
元
は
命
ず
る
の
み
だ
。
そ
の
反
復
 
 

の
連
鎖
の
各
瞬
間
こ
そ
が
自
己
の
実
現
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
 
 

し
か
し
そ
れ
が
宝
珠
の
よ
う
に
輝
い
て
い
る
か
ど
う
か
は
 
－
輝
く
こ
と
 
 

を
願
う
が
 
－
、
も
う
決
し
て
自
分
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
領
域
に
 
 

属
す
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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（
1
）
 
坂
本
幸
男
・
岩
本
裕
訳
注
『
法
華
経
（
中
）
』
（
岩
波
文
庫
二
九
六
四
）
 
 
 

一
一
四
1
一
〓
ハ
頁
。
 
 

（
2
）
 
同
右
。
 
 

（
3
）
 
佐
佐
木
信
綱
校
訂
『
新
訂
梁
塵
秘
抄
』
（
岩
波
文
庫
・
一
九
四
一
）
二
 
 

六
－
二
七
頁
。
 
 

（
4
）
 
山
折
哲
雄
『
日
本
仏
教
思
想
の
源
流
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
二
九
八
 
 

七
）
一
六
八
－
一
七
四
頁
。
 
 

（
5
）
 
水
野
弥
穂
子
校
注
『
正
法
眼
蔵
（
こ
』
（
岩
波
文
庫
・
一
九
九
〇
）
 
山
 
 

八
七
頁
。
 
 

（
6
）
 
大
正
新
傭
大
蔵
経
第
二
十
六
巻
八
東
中
段
お
よ
び
九
頁
中
段
。
 
 

（
7
）
 
大
正
新
傭
大
蔵
経
第
四
十
巻
八
一
七
頁
上
段
。
 
 

（
8
）
 
前
掲
（
5
）
 
の
テ
キ
ス
ト
、
八
七
－
八
八
頁
。
 
 

（
9
）
 
今
は
詳
述
す
る
余
裕
が
な
い
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
道
元
に
お
 
 

け
る
論
理
的
矛
盾
は
、
時
間
を
瞬
間
の
不
連
続
的
連
続
と
捉
え
る
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
。
ど
ん
な
矛
盾
も
ー
瞬
間
な
ら
ば
成
立
す
る
。
（
要
 
 

を
と
り
て
い
は
ば
、
尽
界
に
あ
ら
ゆ
る
尽
有
は
、
つ
ら
な
り
な
が
ら
時
々
 
 

な
り
。
 
－
 
 「
有
時
」
）
。
 
 

（
1
0
）
 
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
そ
れ
実
に
は
、
如
来
蔵
理
に
は
本
よ
り
成
・
不
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