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清
澄
山
の
第
一
声 

「
妙
法
蓮
華
経
、
如
来
寿
量
品
第
十
六  

そ
の
時
に
仏
、
諸
の
菩
薩
及
び
一
切
の
大
衆
に
告
げ
た
ま
は
く
、
諸
の
善
男
子
、
汝
等
ま
さ
に
如
来
の
誠
諦
の 

 
 
 

語
を
信
解
す
べ
し
、
復
た
大
衆
に
告
げ
た
ま
は
く
汝
等
ま
さ
に
如
来
の
誠
諦
の
語
を
信
解
す
べ
し
、
又
復
諸
の
大 

 
 
 

衆
に
告
げ
た
ま
は
く
、
汝
等
ま
さ
に
如
来
の
誠
薩
の
語
を
信
解
す
べ
し
、
こ
の
時
菩
薩
大
衆
、
ミ
ロ
ク
を
首
と
な 

 
 
 

し
て
、
合
掌
し
て
仏
に
も
う
し
て
言
さ
く
、
世
尊
唯
願
わ
く
ば
之
を
説
き
た
ま
え
。
我
等
ま
さ
に
仏
語
を
信
受
し 

 
 
 

た
て
ま
つ
る
べ
し
。
か
く
の
如
く
三
た
び
も
う
し
お
わ
っ
て
、
復
た
言
さ
く
、
唯
願
わ
く
ば
こ
れ
を
説
き
た
ま 

 
 
 

へ
、
我
等
ま
さ
に
仏
語
を
信
受
し
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
そ
の
時
に
、
世
尊
諸
の
菩
薩
の
三
た
び
請
じ
て
止
ま
ざ
る 

 
 
 

こ
と
を
知
ろ
し
め
し
て
、
之
に
告
げ
て
の
た
ま
わ
く
、
汝
等
あ
き
ら
か
に
ま
け
、
如
来
の
秘
密
神
通
の
力
を
」 

時
は
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
の
午
の
刻
、
所
は
房
州
千
光
山
清
澄
寺
の
持
仏
堂
、
十
二
か
年
の
叡
山
遊
学
を 

 
 
 

終
っ
た
蓮
長
法
師
が
講
座
に
上
っ
て
の
第
一
声
で
あ
っ
た
。 

師
匠
道
善
房
の
得
意
そ
う
な
顔
が
座
中
に
あ
る
。
道
善
房
の
兄
に
あ
た
る
道
義
房
も
お
る
。 
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兄
弟
子
の
浄
顕
房
、
義
浄
房
は
、
待
っ
て
い
た
こ
の
説
法
の
座
に
列
し
て
、
に
ん
や
り
と
会
心
の
笑
み
を
含
ん 

 
 
 

で
い
た
。 

何
を
言
い
出
す
か
と
緊
張
し
て
い
る
、
浄
円
房
、
円
密
房
、
円
智
房
、
実
成
房
等
々
の
先
輩
の
顔
。
地
頭
の
東 

 
 
 

条
左
衛
門
尉
景
信
が
従
者
四
、
五
名
を
引
き
つ
れ
て
厳
然
と
し
て
着
座
し
て
い
る
。
山
の
麓
の
旦
徒
も
、
自
分
達 

 
 
 

の
寺
か
ら
地
頭
様
さ
え
、
わ
ざ
わ
ざ
聴
聞
に
く
る
よ
う
な
、
立
派
な
坊
さ
ま
を
出
し
た
こ
と
を
誇
る
よ
う
な
顔
付 

 
 
 

で
あ
っ
た
。 

荘
重
な
経
文
の
読
誦
が
終
わ
る
と
、
も
の
や
わ
ら
か
い
蓮
長
法
師
の
声
が
続
い
た
。 

「
十
二
か
年
も
の
長
い
間
、
こ
の
山
を
留
守
に
致
し
ま
し
た
の
で
、
私
を
お
見
忘
れ
に
な
っ
た
方
も
あ
る
か
も
知 

 
 
 

れ
ま
せ
ん
が
、
私
が
蓮
長
で
ご
ざ
い
ま
す
。
師
匠
道
善
御
房
並
び
に
一
山
の
諸
先
師
諸
先
輩
の
御
理
解
ま
た
は
、 

 
 
 

地
頭
東
条
左
衛
門
尉
殿
以
下
檀
徒
の
方
々
の
並
々
な
ら
ぬ
御
後
援
に
よ
り
ま
し
て
、
叡
山
十
二
か
年
の
学
生
と
し 

 
 
 

て
の
生
活
を
つ
つ
が
な
く
終
了
い
た
し
、
今
般
こ
の
な
つ
か
し
い
千
光
山
清
澄
寺
に
帰
山
致
し
た
次
第
で
ご
ざ
い 

 
 
 

ま
す
。 

都
の
生
活
は
、
こ
こ
房
州
の
日
々
毎
日
と
は
大
い
に
異
な
り
ま
し
て
、
珍
ら
し
い
土
産
話
も
多
々
ご
ざ
い
ま
す 

 
 

が
、
そ
の
よ
う
な
話
は
一
切
こ
の
講
座
で
は
遠
慮
い
た
し
ま
し
て
、
鎌
倉
に
三
か
年
、
叡
山
に
十
二
か
年
、
計
十 

 
 
 

五
か
年
間
、
何
を
学
び
何
を
感
得
し
た
か
を
、
御
報
告
い
た
す
こ
と
が
、
皆
様
の
一
方
な
ら
ぬ
御
厚
意
に
対
す
る 

 
 
 

御
報
恩
と
思
う
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。 
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さ
て
先
刻
拝
読
致
し
ま
し
た
の
は
法
華
経
寿
量
品
の
首
文
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
何
故
本
日
こ
の
寿
量
品
を
拝
読 

 
 
 

い
た
し
た
か
、
ま
た
「
汝
等
あ
き
ら
か
に
き
け
如
来
の
秘
密
神
通
の
力
を
」
と
拝
読
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
を 

 
 
 

申
上
げ
れ
ば
、
こ
こ
に
十
五
か
年
間
研
鑽
の
結
果
を
御
報
告
い
た
す
も
同
然
な
の
で
あ
り
ま
す
。 

私
こ
と
十
二
歳
に
し
て
善
日
麿
と
し
て
こ
の
清
澄
山
に
登
り
十
六
歳
の
時
、
道
善
御
房
よ
り
、
是
生
房
蓮
長
と 

 
 
 

名
を
賜
っ
て
出
家
得
度
致
し
ま
し
た
が
、
そ
の
頃
よ
り
一
つ
の
疑
問
を
持
ち
始
め
ま
し
た
。
そ
の
疑
問
は
年
を
経 

 
 
 

る
に
従
っ
て
成
長
し
、
い
ろ
い
ろ
と
山
内
の
先
師
先
輩
に
問
い
た
だ
し
ま
し
た
が
解
決
い
た
し
ま
せ
ん
。
「
年
を 

 
 
 

か
さ
れ
れ
ば
お
の
ず
と
会
得
す
る
」
こ
れ
が
皆
様
一
様
の
答
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
自
分
で
納
得
い
た
す 

 
 
 

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
先
ず
始
め
に
鎌
倉
遊
学
三
か
年
の
お
許
し
を
得
て
勉
学
い
た
し
、
更
に
十
二
か
年
、 

 
 
 

皆
様
の
御
後
援
を
得
て
叡
山
に
遊
学
い
た
し
、
そ
の
間
、
園
城
寺
、
東
寺
、
高
野
山
、
四
天
王
寺
等
々
に
学
ん
で 

 
 
 

今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。 

で
は
、
そ
の
疑
問
を
解
決
し
得
た
か
と
、
皆
様
は
反
問
い
た
す
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
蓮
長
こ
ざ
か
し
き
こ
と
を 

 
 
 

申
す
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
胸
中
に
不
安
を
持
し
て
こ
の
講
座
に
登
り
、
脳
裡
に
疑
問
を
蔵
し
て
経
文
を
読
誦
す 

 
 
 

る
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、
蓮
長
を
し
て
こ
れ
程
ま
で
に
苦
し
め
た
疑
問
と
い
う
も
の
は
一
体
何
ん
で
あ
っ 

 
 
 

た
で
し
ょ
う
か
。 

釈
迦
一
代
の
教
え
に
も
か
か
わ
ら
ず
天
台
真
言
禅
念
仏
等
々
、
十
指
に
余
る
宗
旨
宗
派
が
、
皆
わ
れ
を
是
と
し 

 
 
 

彼
れ
を
非
と
す
る
の
不
思
議
さ
で
あ
り
ま
し
た
。
仏
教
に
志
し
て
こ
れ
を
疑
問
と
せ
ざ
れ
ば
外
に
疑
問
は
あ
り
ま 
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せ
ん
。 

こ
れ
は
何
故
か
と
各
々
の
宗
派
宗
旨
を
悉
く
た
ど
り
ま
し
た
処
が
、
一
つ
の
共
通
な
原
因
を
探
ぐ
り
あ
て
た
の 

 
 
 

で
す
。 

そ
れ
は
各
宗
の
祖
師
と
い
わ
れ
る
方
々
が
、
御
自
分
の
意
見
を
も
っ
て
経
文
を
拝
読
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま 

 
 
 

す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
宗
旨
宗
派
を
建
て
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
旨
宗
派
の
奥
底
を
き
わ
め
ま
し
て
も
、
そ
れ 

 
 
 

は
そ
の
宗
の
祖
師
元
祖
の
心
持
で
あ
っ
て
、
仏
の
真
意
で
は
な
い
と
会
得
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
改
め
て
一
切
経 

 
 
 

に
私
心
を
去
り
公
平
の
心
を
も
っ
て
、
仏
様
の
説
法
の
順
序
に
従
っ
て
こ
れ
を
漸
次
に
研
鑽
い
た
し
ま
し
た
。 

し
か
る
に
法
華
経
の
開
経
で
あ
る
、
無
量
義
経
に 

「
種
々
の
法
を
説
く
に
方
便
力
を
以
て
す
。
四
十
余
年
未
だ
真
実
を
顕
わ
さ
ず
」 

と
あ
り
ま
し
た
。 

こ
の
経
文
を
皆
様
は
ど
う
思
い
ま
す
か
、
釈
尊
は
三
十
成
道
以
来
七
十
二
歳
に
し
て
こ
の
無
量
義
経
を
説
い
て 

 
 
 

お
り
ま
す
。 

し
て
み
れ
ば
、
と
り
も
な
お
さ
ず
こ
の
無
量
義
経
以
前
の
経
文
は
聴
衆
の
耳
を
こ
や
す
た
め
の
方
便
の
教
、
真 

 
 
 

実
に
至
る
の
仮
り
の
教
、
即
権
門
の
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
は
何
故
そ
の
よ
う
な
方
便
の
教
え 

 
 
 

を
態
々
設
け
た
の
か
、
理
由
は
仏
様
が
は
っ
き
り
断
言
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

「
説
く
時
、
い
ま
だ
至
ら
ざ
る
故
な
り
」 
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と
方
便
品
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、 

「
正
直
に
方
便
を
捨
て
て
但
だ
無
上
道
を
説
く
」 

と
同
じ
方
便
品
で
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

で
は
そ
の
無
上
道
と
は
何
か
、
凡
べ
て
の
人
々
が
仏
に
な
る
の
道
で
あ
り
ま
す
。 

凡
そ
仏
教
を
信
ず
る
者
の
目
的
は
こ
の
成
仏
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
以
外
は
枝
葉
末
節
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
仏
も 

 
 
 

方
便
の
教
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
法
華
経
こ
そ
無
上
成
仏
を
談
ず
る
唯
一
の
経
典
也
と
仏
が
言
わ
れ
て
お 

 
 
 

る
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
い
ず
れ
の
宗
旨
の
祖
師
方
も
否
定
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
仏
御
自
身
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

し
か
る
に
現
実
は
ど
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
こ
の
仏
説
と
天
地
水
火
の
相
違
な
の
で
あ
り
ま
す
」 
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