
 

164 
 

竜 

口 

法 

難 

論 

 

竜
の
口
の
法
難
は
終
っ
た
。 

 

キ
リ
ス
ト
教
徒
の
内
村
鑑
三
は
聖
人
の
竜
の
口
の
法
難
を
批
評
し
て
、
竜
の
口
で
日
蓮
が
処
刑
さ
れ
て
い
た 

 
 
 

ら
、
も
っ
と
日
蓮
教
徒
は
ふ
え
て
い
た
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
お
る
。
日
蓮
が
処
刑
さ
れ
て
い
た 

 
 
 

ら
、
日
蓮
の
教
徒
は
奮
起
し
、
運
動
を
起
こ
し
て
、
日
蓮
教
徒
は
現
在
の
数
の
倍
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
こ 

 
 
 

と
を
い
っ
て
お
る
が
、
そ
れ
は
、
日
蓮
聖
人
を
少
し
も
理
解
し
て
い
な
い
無
責
任
な
放
言
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教 

 
 
 

徒
は
キ
リ
ス
ト
が
処
刑
さ
れ
た
こ
と
を
誇
り
に
し
て
お
る
が
、
仏
教
の
方
の
考
え
か
ら
い
う
と
、
こ
れ
は
決
し
て 

 
 
 

誇
り
と
は
な
ら
な
い
。 

 

仏
教
で
は
聖
人
に
横
死
な
し
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
聖
人
は
横
死
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
聖
人
と
い
う
の
は 

 
 
 

仏
の
別
名
で
、
開
目
抄
に
は
仏
を
聖
人
と
称
す
る
と
あ
る
。
仏
様
は
横
死
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い 

 
 
 

る
。
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
に
か
か
っ
た
こ
と
を
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
万
人
の
罪
の
つ
ぐ
な
い
で
あ
る
と
か 

 
 
 

い
っ
て
美
化
し
て
お
る
が
、
仏
教
徒
か
ら
み
る
と
、
そ
れ
は
受
け
と
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。 
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十
字
架
の
処
刑
は
横
死
と
み
る
の
で
あ
る
。
横
死
と
は
字
典
に
よ
れ
ば
、
禍
実
に
よ
っ
て
、
天
命
を
完
う
し
な 

 
 
 

い
で
死
ぬ
こ
と
、
非
命
の
命
、
変
死
な
ぞ
と
出
て
お
る
。
横
死
九
法
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
僧
祇
律
、
す
な
わ 

 
 
 

ち
僧
侶
の
守
る
べ
き
戒
法
な
る
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
僧
侶
で
横
死
を
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な 

 
 
 

い
。
目
連
尊
者
は
竹
杖
外
道
に
叩
か
れ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
が
、
釈
尊
は
こ
れ
は
横
死
の
う
ち
に
数
え
な
い
で
、 

 
 
 

竹
杖
外
道
と
目
連
尊
者
と
の
前
世
の
因
縁
を
説
か
れ
て
お
る
。 

 

ち
な
み
に
横
死
九
法
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
に
掲
げ
て
お
く
。
横
死
に
九
の
原
因
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 

一
、
𩜙
益
の
食
（
沢
山
な
ご
馳
走
を
た
べ
る
こ
と
は
い
け
な
い
）
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
知
っ
て
貪
食
（
う
ん
と
た
べ
る
）

す
る
。 

 

二
、
量
を
は
か
ら
ず
し
て
食
う
。 

 

三
、
未
だ
消
化
せ
ざ
る
に
食
う
。 

 

四
、
強
い
て
摘
吐
す
。
（
指
を
つ
っ
こ
ん
で
吐
く
） 

 

五
、
す
で
に
消
化
し
て
出
さ
ん
と
欲
す
る
に
強
い
て
抑
制
す
る
。
（
便
を
こ
ら
え
て
は
い
け
な
い
） 

 

六
、
食
の
病
に
随
わ
ず
。 

 

七
、
病
に
随
っ
て
量
を
は
か
ら
ず
。 

 

八
、
服
薬
を
お
こ
た
る
。 

 

九
、
知
慧
な
く
心
を
と
と
の
う
る
能
わ
ず
。 
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以
上
が
横
死
九
法
と
い
う
、
僧
侶
の
守
る
べ
き
戒
律
で
あ
る
が
、
現
代
の
世
の
中
で
も
結
構
参
考
に
な
る
と
思 

 
 
 

う
の
で
引
用
し
た
の
で
あ
る
。 

 

消
化
器
官
関
係
の
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
と
思
う
人
が
あ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
が
、
命
は
食
に
あ
る
と
い
う
言
葉 

 
 
 

が
あ
る
か
ら
、
食
と
い
う
こ
と
を
一
番
大
切
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

今
は
横
死
と
い
え
ば
、
交
通
事
故
で
死
ぬ
こ
と
を
い
う
が
、
仏
教
の
方
で
は
、
天
寿
を
完
う
し
な
い
の
も
横
死 

 
 
 

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

私
は
説
教
で
よ
く
い
う
が
、
日
蓮
大
聖
人
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
て
仏
に
な
る
べ
き
こ
と
肝
要
な
り 

 
 
 
 

と
、
私
ど
も
に
教
え
て
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
は
、
仏
さ
ま
が
、
病
気
で
寝
て
い
る
と
考
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す 

 
 
 

か
。
あ
り
ま
す
ま
い
、
仏
様
が
神
経
衰
弱
で
弱
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
仏
様
が
借
金
で
苦
し
ん 

 
 
 

で
お
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
仏
様
が
す
む
家
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
す
べ
て
の
仏
は
み 

 
 
 

な
自
分
の
仏
国
土
を
も
っ
て
す
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
借
家
に
す
ん
で
お
る
と
い
う
よ
う
な
仏
様
は
な
い
。
す
べ 

 
 
 

て
自
分
の
家
に
す
ん
で
い
る
。
大
聖
人
さ
ま
は
、
私
達
に
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
て
、
仏
に
な
る
べ
き
こ
と
肝 

 
 
 

要
な
り
と
仰
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
私
達
に
と
っ
て
の
仏
と
い
う
意
味
は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば 

 
 
 

な
ら
な
い
。 

 

昭
和
三
十
四
年
度
の
「
厚
生
白
書
」
に
よ
る
と
、
昭
和
三
十
三
年
の
平
均
寿
命
は
、
男
が
六
四
・
九
年
、
女
が 

 
 
 

六
九
・
六
年
、
と
有
史
い
ら
い
の
記
録
と
い
う
が
、
ま
だ
ま
だ
欧
米
諸
外
国
の
平
均
寿
命
に
劣
る
と
い
う
こ
と
で 
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あ
る
。
こ
こ
に
悲
し
む
べ
き
こ
と
は
、
十
五
満
未
満
の
児
童
で
は
、
死
因
の
第
一
順
位
が
交
通
事
故
を
含
め
た
事 

 
 
 

故
死
で
あ
る
こ
と
、
十
五
歳
か
ら
二
十
四
歳
ま
で
の
年
令
層
で
は
自
殺
が
死
因
順
位
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
ば
か
り
で 

 
 
 

は
な
く
、
世
界
で
も
最
高
位
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
日
本
は
横
死
で
は
世
界
第
一
と
い
う 

 
 
 

こ
と
に
な
る
。
毎
日
毎
日
交
番
の
前
に
、
東
京
で
は
、
前
日
の
死
亡
者
と
負
傷
者
の
人
数
が
掲
示
さ
れ
て
お
る 

 
 
 

が
、
こ
れ
も
慢
性
に
な
る
と
恐
ろ
し
い
も
の
で
、
「
今
日
は
す
く
な
い
な
あ
」
と
考
え
た
り
、
死
亡
者
の
数
が
○ 

 
 
 

の
時
は
、
な
ん
だ
か
も
の
た
り
な
い
、
と
は
考
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
ま
あ
不
思
議
に
思
っ
た
り
す
る
の
も
人
情
だ 

 
 
 

ろ
う
。 

 

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
て
、
大
聖
人
さ
ま
の
弟
子
だ
と
自
認
す
る
も
の
は
、
絶
対
に
横
死
な
ぞ
し
て
は
な
ら 

 
 
 

な
い
。
無
上
道
を
惜
し
む
が
故
に
、
わ
が
身
を
お
し
む
と
い
う
言
葉
か
お
る
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
唱
え
て
お
る 

 
 
 

か
ら
大
丈
夫
だ
と
い
っ
て
、
わ
が
身
を
大
切
に
し
な
い
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
の
意
味
で
あ
る
。 

 
 
 

お
題
目
を
唱
え
て
お
る
大
切
な
身
体
だ
か
ら
、
暴
食
暴
飲
も
、
他
人
よ
り
は
少
し
は
謹
し
む
と
い
う
心
が
け
が
大 

 
 
 

切
で
あ
る
。 

 

さ
て
キ
リ
ス
ト
は
刑
場
で
、
最
後
に
、
「
主
よ
、
な
ん
ぞ
わ
れ
を
み
す
て
給
う
や
」
と
叫
ん
だ
と
い
う
こ
と
で 

 
 
 

あ
る
が
、
聖
人
は
、
竜
の
口
の
斬
首
に
の
ぞ
ん
で
は
、 

「
今
夜
頸
き
ら
れ
へ
ま
か
る
な
り
、
こ
の
数
年
が
間
願
い
つ
る
こ
と
こ
れ
な
り
、
こ
の
娑
婆
世
界
に
し
て
き
じ
と 

 
 
 

な
り
し
時
は
鷹
に
つ
か
ま
れ
、
鼠
と
な
り
し
時
は
猫
に
く
ら
わ
れ
き
、
あ
る
い
は
妻
子
、
か
た
き
に
身
を
失
い 
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し
事
、
大
地
微
塵
よ
り
多
し
、
法
華
経
の
御
た
め
に
は
一
度
だ
も
失
う
こ
と
な
し
。
さ
れ
ば
、
日
蓮
貧
道
の
身
と
生 

 
 

れ
て
、
父
母
の
孝
養
心
に
た
ら
ず
、
国
の
恩
を
報
ず
べ
き
力
な
し
、
今
度
頸
を
法
華
経
に
奉
り
て
、
そ
の
功
徳
を 

 
 
 

父
母
に
回
向
せ
ん
。
そ
の
あ
ま
り
は
弟
子
檀
那
等
に
は
ぶ
く
べ
し
」
（
全
集
九
一
三
ペ
ー
ジ
） 

と
述
懐
さ
れ
て
お
る
。
キ
リ
ス
ト
と
聖
人
の
生
死
観
で
は
天
地
雲
泥
の
相
違
で
は
な
い
か
。
聖
人
は
法
華
経
に 

 
 
 
 

命
を
さ
さ
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
法
華
経
に
は
、
法
華
経
の
行
者
に
刀
を
く
わ 

 
 
 

え
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
刀
の
方
が
こ
な
ご
な
に
な
る
と
書
か
れ
て
お
る
が
、
そ
の
通
り
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
竜 

 
 
 

の
口
の
法
難
は
、
実
は
法
華
経
に
も
予
言
さ
れ
て
お
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
故
に
聖
人
が
、
自
か
ら
、
こ
の
数
年 

 
 
 

の
間
、
願
い
つ
る
こ
と
こ
れ
な
り
と
竜
の
口
の
法
難
を
さ
し
た
の
で
あ
る
。
現
代
の
言
葉
で
い
う
な
ら
ば
、
竜
の 

 
 
 

口
は
聖
人
に
と
っ
て
聖
人
の
法
華
経
の
実
験
証
明
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
聖
人
が
、
こ
の
数
年
が
間
、
願
う
る
こ 

 
 
 

と
こ
れ
な
り
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
聖
人
出
現
し
て
実
の
如
く
法
華
経
を
説
か
ん
時…

…

」
と
い
う
言
葉
が 

 
 
 

あ
る
。
こ
の
言
葉
は
聖
人
が
自
ら
い
わ
れ
た
言
葉
で
あ
る…

…

そ
の
時
に
は
、
種
々
な
る
大
難
が
起
る
と
い
わ 

 
 
 
 

れ
た
が
、
そ
の
難
の
あ
る
こ
と
が
、
聖
人
出
現
の
証
明
、
仏
さ
ま
出
現
の
証
明
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
竜
の
口 

 
 
 

は
聖
人
出
現
の
証
明
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
竜
の
口
の
証
明
が
あ
っ
た
か
ら
、
自
分
が
仏
で
あ
る
と
悟
っ
た
な
ぞ 

 
 
 

と
い
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
仏
さ
ま
だ
け
は
自
分
か
ら
、
自
分
が
仏
さ
ま
で
あ
る
と
い
う
の
で 

 
 
 

あ
る
。 

 

新
興
宗
教
の
教
祖
み
た
い
に
「
ど
う
だ
、
俺
の
宗
旨
も
流
行
す
る
で
は
な
い
か
、
こ
ん
な
に
信
者
が
ふ
え
た
ん 
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で
は
、
俺
も
仏
さ
ま
か
も
わ
か
ら
ん
ぞ
、
こ
の
辺
で
仏
さ
ま
だ
と
、
は
た
に
宣
言
し
て
、
も
っ
と
信
者
を
ふ
や
そ 

 
 
 

う
で
は
な
い
か
」
「
そ
う
で
す
な
あ
、
き
っ
と
あ
ん
た
に
は
、
教
祖
的
性
格
が
あ
る
ん
で
す
よ
、
こ
の
辺
で
、
仏 

 
 
 

さ
ま
だ
と
、
官
言
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
」
な
ど
と
、
側
近
か
ら
い
わ
れ
て
、
仏
な
ぞ
と
い
い
だ
す
の
は
、
近
頃 

 
 
 

の
話
で
あ
る
。 

「
日
蓮
と
名
の
る
こ
と
自
解
仏
乗
な
り
」
と
聖
人
は
い
わ
れ
て
お
る
。
明
ら
か
な
る
こ
と
日
月
に
す
ぎ
ん
や
、
浄 

 
 
 

き
こ
と
蓮
華
に
す
ぎ
ん
や
と
の
聖
人
の
自
負
の
内
証
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
釈
尊
も
昔
、
ニ
レ
ン
ゼ
ン
河
の
畔 

 
 
 

に
お
い
て
、
暁
の
明
星
を
み
て
確
然
と
し
て
、
わ
れ
は
仏
な
り
、
覚
者
な
り
と
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
釈
尊
が
仏 

 
 
 

だ
と
宣
言
を
し
た
の
で
、
従
者
は
、
ゴ
ー
タ
マ
は
狂
せ
り
と
い
っ
て
逃
げ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
が
あ
る
。 

 

日
蓮
と
名
乗
ら
れ
た
こ
と
が
、
仏
で
あ
る
証
拠
、
聖
人
の
証
拠
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。 

日
蓮
正
宗
以
外
の
宗
派
で
は
、
竜
の
口
で
聖
人
が
上
行
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
た
、
そ
の
後
の
ふ
る
ま
い
は 

 
 
 

凡
夫
の
ふ
る
ま
い
で
は
な
く
て
、
上
行
菩
薩
の
ふ
る
ま
い
で
あ
る
と
い
っ
て
お
る
が
、
そ
れ
も
上
行
菩
薩
の
本
当 

 
 
 

の
意
味
が
わ
か
っ
て
お
れ
ば
そ
の
通
り
で
、
ま
こ
と
に
結
構
だ
が
上
行
菩
薩
を
釈
尊
の
お
使
い
ぐ
ら
い
に
解
し
て 

 
 
 

い
た
な
ら
ば
、
は
な
は
だ
、
真
意
に
遠
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

作
仏
と
は
一
体
い
か
な
る
こ
と
か
、
作
仏
と
い
う
こ
と
は
、
種
子
を
覚
知
す
る
の
を
作
仏
と
い
う
の
で
あ
る
。 

 
 
 

さ
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
私
の
稚
筆
を
弄
す
る
よ
り
は
、
寛
尊
の
当
流
行
事
抄
を
引
用
し
た
方
が
よ
い
と
思 

 
 
 

う
の
で
引
用
す
る
。 
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「
問
う
、
蓮
祖
は
乃
ち
是
れ
上
行
の
再
誕
な
り
、
故
に
ま
さ
に
す
べ
か
ら
く
上
行
菩
薩
と
顕
れ
た
ま
う
べ
し
、
何 

 
 
 

ぞ
久
遠
元
初
の
目
受
用
身
と
顕
は
れ
た
ま
は
ん
や
、
況
ん
や
復
、
久
遠
元
初
の
自
受
用
身
は
即
ち
是
れ
本
因
妙
の 

 
 
 

教
主
釈
尊
に
し
て
上
行
等
の
主
師
親
な
り
、
故
に
涌
出
品
に
去
く
、
悉
く
是
れ
我
が
化
す
る
所
、
大
道
心
を
発
せ 

 
 
 

し
む
（
師
也
）
此
等
は
是
我
子
（
親
也
）
是
の
世
界
に
依
止
す
（
主
也
）
等
云
々
、
経
文
明
白
な
り
何
ぞ
別
義
を 

 
 
 

存
ぜ
ん
や
。 

 

答
う
、
此
に
相
伝
あ
り
略
引
し
て
之
を
示
さ
ん
、
血
脈
抄
に
云
く
、
木
地
自
受
用
身
の
垂
迹
、
上
行
菩
薩
の
再 

 
 
 

誕
日
蓮
等
云
々
、
再
誕
の
言
、
上
二
句
に
冠
す
、
若
外
用
に
よ
ら
ば
今
の
所
問
の
如
く
上
行
の
再
誕
日
蓮
な
り
、 

 
 
 

若
し
内
証
に
よ
ら
ば
自
受
用
身
の
再
誕
日
蓮
な
り
、
故
に
日
蓮
即
是
れ
自
受
用
身
な
り
」 

と
あ
る
。
味
読
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
。
多
く
の
言
葉
を
弄
す
る
必
要
は
な
い
。 

 

次
に
問
者
の
、
内
証
に
よ
ら
ば
自
受
用
身
の
再
誕
日
蓮
と
称
す
る
か
、
そ
の
文
証
は
ど
う
か
と
い
う
問
い
に
つ 

 
 
 

い
て
、
寛
尊
は
五
つ
の
証
拠
を
あ
げ
て
お
る
。 

 

一
は
種
脱
勝
劣
の
故
に
と
し
て
、
諌
暁
八
幡
抄
を
引
用
す
る
。 

 

二
は
行
位
全
く
同
き
が
故
に
、
本
因
妙
抄
に
云
く
「
釈
尊
久
遠
名
字
即
の
御
身
の
修
行
を
末
法
今
時
、
日
蓮
が 

 
 
 

名
字
即
の
身
に
移
す
な
り
」
云
々
、
血
脈
抄
に
云
く
「
今
の
修
行
は
久
遠
名
字
の
振
舞
に
け
に
ば
か
り
も
相
違
な 

 
 

し
」
云
々
、
行
位
全
く
同
き
な
り
、
故
に
知
ぬ
蓮
祖
即
是
自
受
用
身
な
り
。 

 

三
に
本
因
妙
の
教
主
の
故
に
、
血
脈
抄
に
云
く
「
木
因
妙
の
教
主
本
門
の
大
師
日
蓮
」
云
々
、
又
云
く
「
下
種 
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法
華
経
の
教
主
の
本
迹
、
自
受
用
身
は
本
、
上
行
日
蓮
は
迹
な
り
」 

 
四
に
文
証
分
明
の
故
に
、
血
脈
抄
に
云
く
「
久
遠
元
初
の
天
上
天
下
唯
我
独
尊
は
日
蓮
な
り
」
云
々
、
久
遠
元 

 
 
 

初
の
唯
我
独
尊
あ
に
自
受
用
身
に
非
ず
や
、
故
に
三
位
日
順
の
詮
要
抄
に
曰
く
「
久
遠
元
初
の
自
受
用
身
と
は
蓮 

 
 
 

祖
聖
人
の
御
事
な
り
と
取
り
定
め
申
す
可
き
な
り
」 

 

五
に
現
証
顕
然
の
故
に
、
開
目
抄
下
云
々
に
云
く
「
日
蓮
は
去
る
文
永
八
年
九
月
十
二
日
子
丑
の
時
頸
は
ね
ら 

 
 
 

れ
ぬ
、
此
は
魂
魄
佐
渡
に
至
る
」
等
云
々
、
ま
さ
に
知
る
べ
し
丑
寅
の
時
は
こ
れ
陰
の
終
り
死
の
終
り
、
陽
の
始 

 
 
 

め
生
の
始
め
陰
陽
生
死
の
中
間
な
り
、
故
に
知
ん
ぬ
、
子
丑
の
時
は
末
法
蓮
祖
垂
迹
の
凡
身
の
死
の
終
な
り
、
故 

 
 
 

に
頸
を
は
ね
ら
る
る
と
言
う
な
り
、
寅
の
刻
は
是
れ
即
ち
久
遠
元
初
の
名
字
本
仏
の
生
の
始
め
な
り
故
に
魂
魄
等 

 
 
 

と
言
う
な
り
、
日
我
本
尊
抄
見
聞
に
云
く
「
開
目
抄
に
魂
魄
佐
渡
に
到
る
と
は
是
れ
凡
夫
の
魂
魄
に
非
ず
し
て
久 

 
 
 

遠
元
初
の
名
字
本
仏
の
魂
魄
な
り
」
云
々
、
然
ば
則
ち
蓮
祖
大
聖
佐
渡
以
後
に
今
日
凡
身
の
迹
を
開
し
て
久
遠
元 

 
 
 

初
の
本
を
顕
は
す
、
あ
に
発
迹
顕
本
の
現
証
に
非
ず
や
、
是
の
故
に
す
べ
か
ら
く
知
る
べ
し
、
文
底
下
種
の
寿
量 

 
 
 

品
に
我
実
成
仏
と
言
う
は
我
は
即
ち
日
蓮
、
成
仏
は
即
ち
是
れ
自
受
用
身
な
り
」
（
聖
典
九
三
六
ペ
ー
ジ
） 

 

熟
読
下
さ
れ
ば
、
聖
人
が
本
地
は
自
受
用
身
な
る
こ
と
、
従
っ
て
こ
れ
が
、
末
法
下
種
の
わ
れ
ら
の
主
師
親
た 

 
 
 

る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。 

 

筆
者
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
竜
の
口
以
後
は
聖
人
を
呼
ぶ
に
、
佐
前
と
こ
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
、
以
後
大 

 
 
 

聖
人
と
尊
称
す
る
も
の
で
あ
る
。
開
目
抄
に
仏
を
大
人
、
聖
人
と
称
す
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
大
聖
人
と
は
仏
の 
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別
名
で
あ
り
、
現
代
に
も
生
き
て
お
る
仏
を
い
う
意
味
で
あ
る
。 


