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蓮 

長 

破 

門 

さ 

る 
「…

…

斯
く
の
如
く
法
華
経
は
釈
尊
が
自
ら
仏
説
中
の
極
説
也
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
何
故
こ
の
経
典
が
現 

 
 
 

在
ま
で
弘
ま
ら
な
か
っ
た
か
を
御
一
同
は
不
思
議
に
思
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に
は
次
の
如
き
理
由
が
あ
る 

 
 
 

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
三
世
を
見
通
す
の
が
仏
様
で
あ
り
ま
す
。
さ
れ
ば
釈
尊
は
御
自
分
の
滅
後
の
時
代
が
ど
う
変 

 
 
 

遷
し
て
ゆ
く
か
を
、
と
く
と
御
存
知
で
あ
り
ま
し
た
。
正
法
千
年
、
像
法
千
年
、
末
法
万
年
と
み
ら
れ
た
の
が
、 

 
 
 

釈
尊
の
滅
後
に
お
け
る
時
代
観
で
あ
り
ま
し
た
。
正
法
の
時
代
に
は
小
乗
の
教
が
行
わ
れ
、
像
法
の
時
代
に
は 

 
 
 
 

権
大
乗
の
教
法
が
流
布
す
る
、
最
後
の
末
法
の
時
代
に
は
、
実
大
乗
の
み
行
わ
れ
る
。
こ
れ
が
釈
尊
の
遺
訓
で
あ 

 
 
 

り
、
又
教
法
流
布
の
順
序
次
第
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
今
は
末
法
に
入
っ
て
二
百
二
年
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て 

 
 
 

小
乗
の
教
や
権
大
乗
の
教
は
そ
の
利
益
を
失
っ
て
、
実
大
乗
の
み
流
布
す
る
時
で
あ
り
ま
す
。
実
大
乗
と
は
そ
も 

 
 
 

如
何
な
る
教
え
を
言
う
か
、
勿
論
法
華
経
で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
滅
後
の
仏
教
の
大
学
匠
で
あ
る
南
岳
大
師
、
天
台 

 
 
 

大
師
、
伝
教
大
師
も
、
こ
の
教
法
流
布
の
次
第
を
充
分
に
御
承
知
で
あ
り
ま
し
た
の
で
わ
が
身
が
末
法
の
時
代
に 

 
 
 

生
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
歎
か
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
末
法
の
時
代
を
甚
だ
恋
し
く
思
わ
れ
て
お
っ
た
の
で
あ
り 
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ま
す
。
天
台
大
師
が
遠
霑
妙
道
と
言
わ
れ
た
そ
の
妙
道
と
は
、
実
大
乗
た
る
法
華
経
の
流
布
を
言
わ
れ
た
の
で
あ 

 
 

り
、
伝
教
大
師
が
末
法
甚
だ
近
き
に
あ
り
と
言
わ
れ
た
り
は
、
法
華
経
の
流
布
す
べ
き
末
法
の
始
め
を
恋
慕
さ
れ 

 
 
 

て
の
お
言
葉
で
あ
り
ま
す
。 

法
華
経
の
譬
喩
品
に
は
「
若
し
人
信
ぜ
ず
し
て
こ
の
経
を
毀
誇
せ
ば
、
即
ち
一
切
世
間
の
仏
種
を
断
ぜ
ん
、
そ 

 
 
 

の
人
命
終
し
て
阿
鼻
獄
に
入
ら
ん
」
と
、
は
っ
き
り
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
経
文
を
も
っ
て
世
相
を
み
る
な
ら
ば
ま 

 
 
 

さ
に
皆
堕
地
獄
の
教
の
み
で
あ
り
ま
す
。 

即
ち
、
法
然
上
人
は
弥
陀
の
三
部
経
を
唯
一
無
上
の
教
え
と
し
て
他
の
経
文
を
な
げ
捨
て
よ
、
ほ
う
り
出
せ
よ 

 
 
 

と
さ
え
断
言
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
栄
西
禅
師
が
教
外
別
伝
を
口
に
し
て
こ
の
法
華
経
を
毀
誇
す
れ
ば
、
弘
法
大 

 
 
 

師
は
法
華
経
を
も
っ
て
仏
の
戯
れ
の
言
葉
と
し
て
こ
れ
を
軽
侮
せ
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
諸
仏
菩
薩
は
何
を
修
行
し
、
何
の
力
に
よ
っ
て
成
仏
せ
ら
れ
た
か
と
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
皆 

 
 
 

な
そ
の
過
去
に
お
い
て
法
華
経
を
修
行
し
、
法
華
経
の
功
徳
に
よ
っ
て
仏
と
な
り
菩
薩
と
な
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま 

 
 

す
。 故

に
、
阿
弥
陀
仏
の
活
動
力
も
大
日
如
来
の
は
た
ら
き
も
、
観
世
音
菩
薩
の
救
済
力
も
、
一
切
諸
仏
諸
経
諸
菩 

 
 
 

薩
の
力
と
用
と
は
、
法
華
経
の
力
で
あ
り
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
力
用
で
あ
り
ま
す
。  

こ
の
根
本
を
忘
却
し
て
、
如
何
に
各
宗
蘭
菊
の
美
を
競
う
と
も
、
た
だ
た
だ
人
心
を
迷
惑
す
る
の
み
で
あ
っ 

 
 
 

て
、
成
仏
得
道
な
ぞ
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 
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外
世
間
を
眺
む
れ
ば
、
斯
く
の
如
く
雑
乱
そ
の
極
に
達
し
て
お
り
ま
す
が
、
一
度
振
り
返
っ
て
内
を
眺
む
れ
ば 

 
 
 

如
何
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
わ
が
干
光
山
清
澄
寺
は
も
と
こ
れ
伝
教
大
師
の
流
れ
を
汲
ん
で
、
法
華
経
を
正
意
と 

 
 
 

し
て
創
建
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
中
頃
世
の
弊
に
洩
れ
ず
、
慈
覚
大
師
の
大
日
経
を
も
っ
て
法
華 

 
 
 

経
よ
り
す
ぐ
れ
た
り
と
な
す
邪
法
邪
義
に
迷
惑
せ
ら
れ
て
、
今
や
殆
ど
真
言
宗
と
申
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
程 

 
 
 

の
乱
脈
振
り
で
あ
り
ま
す
。 

星
は
多
け
れ
ど
も
大
海
を
照
ら
さ
ず
、
草
は
多
け
れ
ど
も
大
内
の
桂
と
な
ら
ず
、
念
仏
は
多
け
れ
ど
も
、
仏
と 

 
 
 

な
る
べ
き
道
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
東
方
の
仏
た
る
大
日
如
来
を
安
置
し
て
、
そ
の
仏
前
に
、
西
方
有
縁
の 

 
 
 

弥
陀
の
名
号
を
唱
え
る
、
一
山
の
大
衆
も
お
そ
ら
く
そ
の
心
中
に
、
こ
の
一
大
矛
盾
を
不
審
と
な
す
方
が
、
多
々 

 
 
 

あ
ろ
う
と
思
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
は
か
ら
ざ
り
き
蓮
長
十
五
か
年
の
仏
法
研
鑽
の
結
果
は
、
中
興
開
基
と
言
い 

 
 
 

伝
え
ら
れ
る
わ
が
山
の
慈
覚
大
師
の
邪
法
邪
義
を
悉
く
捨
て
去
っ
て
干
光
山
清
澄
寺
を
創
立
の
古
に
復
し
、
伝
教 

 
 
 

大
師
の
精
神
を
生
か
す
と
と
も
に
、
諸
経
中
王
法
華
経
最
為
第
一
の
釈
尊
の
金
言
を
如
実
に
実
行
す
る
こ
と
で
あ 

 
 

り

ま
し
た
」 

…
…

こ
の
時
で
あ
る
。 

蓮
長
の
講
座
近
く
に
座
っ
て
い
た
円
智
房
は
、
つ
と
講
座
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
る
と
、 

「
誰
か
と
思
え
ば
善
日
麿
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
吠
え
た
て
お
る
わ
」 

蓮
長
の
面
上
に
、
唾
を
吐
き
か
け
た
か
と
思
う
程
の
冷
罵
を
放
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
機
を
得
た
地
頭
の
東 
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条
左
衛
門
尉
景
信
、
最
前
よ
り
日
頃
わ
が
口
唱
す
る
念
仏
を
悪
口
さ
れ
て
、
ぢ
り
ぢ
り
し
て
、
身
体
を
こ
ゆ
る
ぎ 

 
 
 

さ
せ
て
お
っ
た
が
、 

「
無
礼
な
り
、
売
僧
っ
！
」 

と
憤
然
立
上
る
と
、
刀
に
手
を
か
け
て
、
蓮
長
法
師
を
は
っ
た
と
睨
み
つ
け
た
。
景
信
の
従
者
四
、
五
名
も
主
人 

 
 

の

激
叱
と
み
て
と
る
と
、
ば
ら
ば
ら
と
こ
れ
も
立
上
っ
て
、
蓮
長
の
が
す
ま
じ
の
態
勢
を
と
っ
て
、
講
座
近
く
に 

 
 
 
 

立
ち
進
ん
だ
。 

静
粛
だ
っ
た
持
仏
堂
の
内
部
は
忽
ち
に
騒
然
と
な
り
、
場
内
の
聴
者
は
皆
な
腰
を
浮
き
上
ら
し
た
。 

「
待
た
れ
い
、
待
た
れ
い
」 

蓮
長
法
師
の
師
匠
た
る
道
善
御
房
の
み
が
、
座
を
崩
さ
ず
し
て
声
を
放
っ
た
。 

「
こ
こ
は
尊
い
霊
所
で
ご
ざ
い
ま
す
ぞ
、
血
を
も
っ
て
汚
す
な
ぞ
と
は
も
っ
て
の
沙
汰
、
お
静
か
に…

…

お
静
か 

 
 
 

に…
…

蓮
長
っ
座
を
下
り
て
、
座
を…

…

」 

言
い
な
が
ら
じ
い
っ
と
蓮
長
の
眼
を
み
つ
め
た
。
悲
痛
な
眼
、
師
匠
の
意
を
そ
の
眼
中
に
汲
み
と
る
と
、
蓮
長 

 
 
 

は
一
礼
を
し
て
、
静
か
に
講
座
を
下
り
て
、
悠
然
と
こ
の
場
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
蓮
長
の
落
着
い
た
態
度
が
却
っ
て
、
場
内
の
奮
激
を
爆
発
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
た
。 

「
蓮
長
を
逃
が
す
な
」 

「
仏
敵
を
葬
む
れ…

…

」 
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旦
信
徒
ま
で
が
口
々
に
ど
鳴
っ
で
一
勢
に
立
ち
上
っ
た
の
で
あ
る
。 

怒
り
の
吐
け
口
に
究
し
た
景
信
の
従
者
達
は
、
蓮
長
を
蹴
倒
す
が
ご
と
き
勢
で
、
今
ま
で
蓮
長
が
登
っ
て
い
た 

 
 
 

講
座
を
足
げ
り
に
し
て
、
踏
み
こ
わ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

「
や
れ
や
れ
っ…

…

」 

喊
声
が
誰
か
ら
と
も
な
く
湧
き
上
っ
て
、
正
に
喧
々
轟
々
た
る
も
の
が
あ
っ
た
。 

こ
の
騒
ぎ
の
中
で
、
道
善
房
を
と
り
ま
い
て
、
円
智
房
、
実
成
房
等
々
塔
中
の
住
職
は
何
事
か
言
い
争
っ
て
お 

 
 
 

っ
た
と
み
え
た
が
、
急
に
円
智
房
が
大
声
で
ど
鳴
っ
た
。 

「
蓮
長
は
破
門
し
た
と
、
た
っ
た
今
師
匠
の
道
善
房
が
言
わ
れ
た
ぞ
、
よ
っ
て
只
今
よ
り
蓮
長
は
こ
の
山
の
僧
侶 

 
 
 

で
も
な
ん
で
も
な
い
ぞ
」 

こ
れ
を
聞
く
と
地
頭
の
東
条
左
衛
門
尉
景
信
は
に
た
り
と
笑
っ
て
、
従
者
に
耳
打
ち
を
す
る
と
こ
の
場
の
騒
ぎ 

 
 
 

を
よ
そ
に
し
て
、
さ
っ
と
場
外
へ
身
を
は
ず
し
た
の
で
あ
る
。
続
く
従
者
は
各
々
刀
の
柄
を
む
ん
ず
と
つ
か
ん 

 
 
 

で
、
ば
ら
ば
ら
っ
と
持
仏
堂
を
駈
け
出
し
た
。 

こ
の
一
瞬
、
さ
す
が
に
場
内
は
水
を
打
っ
た
如
く
し
ず
ま
っ
た
。 
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