
法華経と在家信徒117

「東洋学術研究」第45巻第２号

大
乗
仏
教
の
最
も
重
要
な
経
典
で
あ
る
『
法
華
経
』
の
出

版
・
翻
訳
と
研
究
に
お
け
る
国
際
的
学
術
協
力
は
、
そ
の
輝
か

し
い
例
と
し
て
、
ロ
シ
ア
の
仏
教
学
者
で
あ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
会

員
Ｓ
・
Ｆ
・
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
ク
と
Ｆ
・
Ｉ
・
シ
ェ
ル
バ
ツ
コ
イ

が
創
刊
し
た
国
際
学
術
出
版
シ
リ
ー
ズB

ibliotheca
B

uddhica

所
収
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
献
（B

B
X

）
の
出
版
（
一
九
一
二
年
）

を
挙
げ
る
事
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
刊
行
者
と
な
っ
た
の
が
、
Ｈ
・
ケ
ル
ン
と
、

日
本
の
優
れ
た
仏
教
学
者
で
あ
る
南
条
文
雄
で
し
た
。
序
論
で

南
条
文
雄
は
、
こ
の
出
版
の
経
緯
を
明
か
し
て
い
ま
す
。
法
華

経
が
ロ
シ
ア
・
ア
カ
デ
ミ
ー
出
版
に
登
場
す
る
ま
で
の
三
十
年

間
、
南
条
文
雄
は
、
Ｆ
・
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
指
導
の
も

と
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
学
ん
だ
ロ
ン
ド
ン
の
王
立
ア
ジ
ア
協

会
図
書
館
か
ら
テ
キ
ス
ト
を
全
部
書
き
写
し
て
い
た
の
で
す
。

南
条
の
同
僚
の
笠
原
研
寿
は
、
南
条
に
協
力
し
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
写
本
が
書
写
さ
れ
た
後
に
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
彼
ら
は
、

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
に
あ
る
二
つ
の
写
本
と
テ
キ
ス
ト

の
校
合
を
行
っ
た
の
で
す
。
残
念
な
が
ら
笠
原
研
寿
は
病
気
の

た
め
一
八
八
二
年
に
日
本
に
帰
国
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
南
条
は
、
そ
の
作
業
の
結
果
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
図
書
館
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に
保
管
さ
れ
て
い
た
法
華
経
の
あ
ら
ゆ
る
異
文
を
ほ
ぼ
知
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

（
１
）

一
九
一
二
年
か
ら
一
九
一
六
年
ま
で
日
本
に
留
学
し
た
、
ア

カ
デ
ミ
ー
会
員
Ｆ
・
Ｉ
・
シ
ェ
ル
バ
ツ
コ
イ
の
弟
子
Ｏ
・
Ｏ
・

ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
は
、
仏
典
の
文
献
学
研
究
の
発
展
に
お
け
る

南
条
文
雄
の
貢
献
を
高
く
評
価
し
ま
し
た
。
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
イ
ン
ド
学
に
あ
っ
た
原
則
を
南
条
教
授
が
日
本
に
も
た
ら

し
、
ま
た
、
そ
れ
が
一
九
二
〇
年
代
に
至
る
ま
で
の
日
本
仏
教

学
の
独
自
性
を
決
定
づ
け
た
と
書
き
残
し
て
い
ま
す
。

（
２
）

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、「
日
露
の
仏
教

学
者
た
ち
の
学
術
協
力
」
と
い
う
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の

伝
統
を
継
承
し
て
い
る
の
で
す
。

最
初
に
、
東
京
大
学
へ
の
留
学
時
に
日
本
仏
教
を
具
体
的
に

知
っ
た
Ｏ
・
Ｏ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
見
解
に
注
目
し
て
み
ま

し
ょ
う
。
彼
は
、
大
乗
仏
教
流
布
の
過
程
を
、
宗
教
的
理
念
が

た
い
へ
ん
分
か
り
や
す
く
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
説
明
し

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
宗
教
の
目
標
が
よ
り
早
く
達
成
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、「
そ
れ
が
必
ず
達
成
さ
れ
る
こ
と
が
証

明
で
き
る
な
ら
ば
、（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
教
え
は
大
き
な
成
功
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を
収
め
る
は
ず
で
あ
る
」
と
続
け
て
い
ま
す
。

（
３
）

今
回
の
報
告
の
目
的
は
、
法
華
経
思
想
の
広
範
囲
の
影
響
を

通
じ
て
、
極
東
に
お
い
て
日
常
文
化
の
新
し
い
象
徴
的
な
宇
宙

が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
、
つ
ま
り
、
仏
教
的
な
世
界

観
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
に
定
着
し
た
の
か
を
示
す
こ
と
で
す
。

言
葉
を
換
え
れ
ば
、
仏
教
の
徳
を
受
け
継
ぐ
こ
と
で
人
は
何
を

得
た
の
か
、
つ
ま
り
、
日
常
的
実
践
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、

仏
教
的
価
値
を
身
に
つ
け
る
現
実
的
効
果
は
何
な
の
か
と
い
う

こ
と
で
す
。

大
乗
仏
教
の
普
遍
性
は
『
法
華
経
』
の
中
で
余
す
と
こ
ろ
な

く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
伝
統
文
化
に
と
っ
て
特
徴
的

な
の
が
、
具
体
的
で
精
彩
豊
か
に
表
現
さ
れ
た
善
き
死
後
を
得

る
と
い
う
の
思
想
と
、
呪
法
的
実
践
を
広
く
行
う
こ
と
で
す
。

呪
法
的
実
践
の
ひ
と
つ
は
、
体
系
的
に
リ
ズ
ム
化
さ
れ
た
テ
キ

ス
ト
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
ダ
ー
ラ
ニ
ー
）
を
特
別
な
方
法
で
読

誦
す
る
こ
と
で
す
。
信
者
を
で
き
る
だ
け
増
や
す
た
め
に
、
法

華
経
で
は
、
呪
文
の
実
践
に
特
別
な
章
が
割
か
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
善
き
死
後
は
、
経
を
書
写
す
る
者
に
保
証

さ
れ
ま
す
。
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私
た
ち
か
ら
見
て
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
経
典
各
部
の
仏

教
教
義
の
テ
キ
ス
ト
に
残
さ
れ
た
儀
式
文
化
の
特
別
な
分
析
で

し
ょ
う
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
に
お
い
て
儀
式
を
否
定
さ
れ
て
い

る
仏
教
は
、
説
法
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、「
ま
だ
仏
教
徒
で
は

な
い
が
、
三
宝
の
中
に
避
難
所
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
人
々
」

の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
考
慮
す
る
必
要
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
も

し
三
宝
が
、
彼
ら
に
理
解
で
き
る
言
葉
で
説
明
さ
れ
る
な
ら
、

彼
ら
の
日
常
世
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ
テ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
（
観
音
）
菩
薩
を
讃
え
た

『
法
華
経
』
第
二
十
五
品
が
、
独
自
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
機
能
し

て
い
る
事
実
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
の
内
容
を
検
討
す

る
と
、
ま
ず
最
初
に
、
災
い
の
状
況
の
一
覧
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

最
初
に
、
火
、
水
と
い
っ
た
天
災
、
さ
ら
に
は
、
武
器
に
よ

る
危
険
、
流
刑
、
略
奪
や
毒
の
脅
威
で
す
。
個
別
の
も
の
で
は
、

神
話
上
の
存
在
（
夜
叉
、
羅
刹
）
や
敵
対
的
な
魔
の
働
き
が
引
き

起
こ
す
災
い
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
す
べ
て
の
状
況
が
危
機

的
な
も
の
で
あ
り
、
文
化
人
類
学
の
用
語
で
は
、
特
別
な
「
危

機
の
儀
式
」、
つ
ま
り
防
護
の
呪
法
的
行
動
を
と
る
こ
と
を
要
求

さ
れ
ま
す
。

法
華
経
は
、
呪
法
的
行
動
の
選
択
肢
と
し
て
、
観
音
菩
薩
の

名
を
記
憶
し
唱
え
る
実
践
、
危
機
的
状
況
の
際
の
観
音
菩
薩
へ

の
祈
祷
を
提
案
し
て
い
ま
す
。
在
家
の
た
め
の
仏
教
文
献
の
題

材
は
、「
日
常
問
題
を
選
択
的
行
動
で
解
決
す
る
」
こ
と
を
流
布

す
る
一
助
と
な
っ
た
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
仏
教
へ
の
改
宗
の
対
象
と
し
て
の
「
有
徳
の

在
家
」
に
な
る
こ
と
は
、
速
や
か
に
効
験
あ
ら
た
か
な
救
済
を

も
た
ら
す
強
力
な
庇
護
者
の
保
護
下
に
入
る
こ
と
を
意
味
し
た

の
で
す
。

中
国
、
さ
ら
に
日
本
の
仏
教
信
者
の
日
常
的
信
仰
実
践
の
中

に
、
観
音
崇
拝
を
統
合
す
る
こ
と
は
、『
法
華
経
』
第
二
十
五
品

と
内
容
的
に
関
係
の
あ
る
多
く
の
説
話
文
学
が
、
主
題
を
展
開

す
る
な
か
で
実
行
さ
れ
ま
し
た
。
説
話
の
主
人
公
が
在
家
信
者

と
し
て
の
徳
を
獲
得
し
強
化
し
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、
災
厄
状

況
で
の
菩
薩
の
効
験
あ
る
救
済
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
述
べ
ら
れ
ま

す
。
神
的
救
済
者
の
速
や
か
な
反
応
の
誇
示
こ
そ
が
、
ま
さ
に

主
人
公
を
徳
へ
と
促
す
の
で
す
。
ま
た
、
主
人
公
に
続
い
て
読

者
も
仏
教
教
義
に
対
す
る
信
仰
を
強
化
す
る
方
向
へ
と
促
さ
れ
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る
の
で
す
。

ま
ず
、
日
本
の
題
材
よ
り
も
歴
史
的
に
早
い
中
国
仏
教
説
話

か
ら
、
以
下
の
点
を
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

１．

劉
義
慶
『
宣
験
記
』（
五
世
紀
）
。「
死
刑
か
ら
の
救
済
」

の
主
題
。
主
人
公
は
、
殺
人
の
罪
で
死
刑
に
臨
ん
で
い
ま
す
。

彼
は
牢
獄
に
監
禁
さ
れ
、
枷
を
は
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
他
の
囚

人
た
ち
の
助
言
に
従
い
、
彼
は
観
音
の
名
を
絶
え
間
な
く
念
ず

る
誓
い
を
立
て
、
死
刑
か
ら
免
れ
た
場
合
、
五
層
の
仏
舎
利
塔

を
建
て
、
僧
団
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
約
束
し
ま
す
。
菩
薩
の
名

と
誓
い
を
繰
り
返
し
十
日
間
経
っ
た
時
、
囚
人
の
枷
は
解
け
、

ま
た
、
死
刑
の
途
中
で
刀
は
砕
け
ま
し
た
。

（
４
）

観
音
信
仰
者
を
死
刑
に
す
る
試
み
に
お
け
る
「
砕
け
る
刀
」

の
モ
チ
ー
フ
は
、
仏
教
説
話
に
最
も
広
く
見
ら
れ
る
も
の
の
一

つ
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
ま
す
。
日
蓮
を
死
刑
に
し
よ

う
と
す
る
場
面
を
描
く
ア
ポ
ク
リ
フ
ァ（
種
々
の「
正
典
以
外
の
書
」）

の
題
材
の
中
に
、
こ
の
モ
チ
ー
フ
が
同
じ
く
使
わ
れ
て
い
ま
し

た
。諸

題
材
の
こ
の
タ
イ
プ
の
主
人
公
た
ち
が
、
誓
い
を
立
て
て

い
る
点
は
注
目
に
値
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
死
を
免
れ
た
後
で
、

仏
教
教
団
の
後
援
者
と
な
り
、
仏
舎
利
塔
を
建
て
る
な
ど
の
誓

い
で
す
。
つ
ま
り
、
教
え
に
従
っ
た
敬
虔
な
在
家
信
徒
と
同
じ

よ
う
に
行
動
す
る
心
構
え
を
示
す
の
で
す
。

嵐
か
ら
の
救
済
も
ま
た
、
広
く
普
及
し
て
い
る
題
材
で
す
。

通
常
そ
の
主
人
公
は
、
商
品
を
運
搬
す
る
商
人
で
す
。
こ
れ
は

偶
然
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
釈
尊
の
伝
記
が
証
明
し
て
い

る
よ
う
に
、
仏
教
教
団
へ
の
最
初
の
寄
進
者
た
ち
は
実
際
、
強

信
の
商
人
た
ち
で
し
た
。
こ
の
種
の
題
材
は
、
ま
さ
に
経
済
的

に
自
立
し
た
中
国
の
社
会
層
を
仏
教
へ
惹
き
つ
け
る
目
的
で
作

ら
れ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
劉
義
慶
の
「
観
世
音
が
嵐
を
静

め
る
」
と
い
う
説
話
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
主
人
公
は
塩

を
運
び
、
嵐
に
遭
遇
し
ま
す
。
観
世
音
の
こ
と
を
念
じ
始
め
る

と
、
波
が
静
ま
り
ま
す
。

（
５
）

２．

王
�
の
『
冥
祥
記
』
で
紹
介
さ
れ
た
類
型
的
に
似
た
主

題
。「

竺
長
舒
の
奇
跡
を
行
う
力
」
と
い
う
説
話
の
主
人
公
は
、

商
人
で
す
。
彼
は
、
絶
え
間
な
く
『
観
世
音
経
』
を
唱
え
る
こ

と
で
、
自
分
と
近
隣
の
家
々
を
火
事
か
ら
救
い
ま
す
。
（
６
）
「
観
世

音
が
囚
わ
れ
の
身
か
ら
救
う
」
と
い
う
説
話
は
、
兵
士
集
団
が
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経
し
始
め
ま
す
。
す
ぐ
に
大
き
な
船
が
出
現
し
、
彼
ら
は
そ
れ

に
乗
り
移
り
、
彼
ら
の
乗
っ
て
い
た
船
は
沈
み
ま
す
。

「
観
世
音
が
火
と
水
か
ら
救
済
す
る
」
と
い
う
説
話
で
は
、

重
複
す
る
ド
ラ
マ
性
に
よ
っ
て
主
題
が
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
11
）

菩
薩
へ
の
祈
り
は
主
人
公
を
、
小
船
で
の
火
事
の
状
況
下
か
ら

救
い
出
す
の
で
す
。

不
信
心
者
を
仏
教
へ
改
宗
さ
せ
る
た
め
の
経
の
効
果
は
、「
民

衆
は
観
世
音
に
自
身
を
委
ね
る
」
と
い
う
説
話
で
、
強
調
さ
れ

て
い
ま
す
。

（
12
）

仏
教
徒
た
ち
が
住
み
つ
い
た
町
が
侵
略
の
脅
威
に

さ
ら
さ
れ
た
時
、
そ
の
地
域
の
僧
が
観
世
音
へ
祈
り
を
捧
げ
る

よ
う
全
員
に
命
じ
ま
し
た
。
空
か
ら
、
侵
略
者
に
向
け
た
『
観

世
音
経
』
が
落
ち
て
来
て
、
僧
は
救
済
を
確
信
し
、
そ
し
て
町

は
救
わ
れ
ま
す
。

先
祖
に
対
す
る
伝
統
的
な
信
仰
を
有
す
る
文
化
に
お
い
て

（
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
）、
子
宝
の
獲
得
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
常

に
極
め
て
切
実
で
す
。
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、『
法
華
経
』
第
二

十
五
品
の
広
く
知
ら
れ
て
い
る
解
釈
の
中
で
何
度
も
強
調
さ
れ

て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
品
で
は
、
子
孫
に
つ
い
て

語
ら
れ
て
い
ま
す
。
経
の
中
で
、
も
し
息
子
あ
る
い
は
娘
を
望

囚
わ
れ
の
身
か
ら
奇
跡
的
に
救
済
さ
れ
る
物
語
で
す
。
仏
教
僧

が
、
彼
ら
に
、
観
世
音
菩
薩
へ
心
か
ら
の
祈
り
を
捧
げ
る
よ
う

助
言
す
る
の
で
す
。

（
７
）
「
観
世
音
の
神
の
光
」
と
い
う
説
話
の
中
で
、

菩
薩
へ
の
祈
り
は
、
河
川
の
渦
に
巻
き
込
ま
れ
た
小
船
を
救
う

こ
と
を
保
証
し
ま
す
。
神
的
な
介
入
は
、
あ
る
人
々
を
送
り
小

船
を
引
き
上
げ
さ
せ
る
こ
と
と
、
川
岸
に
火
を
焚
く
こ
と
で
実

現
さ
れ
ま
す
。

（
８
）

「
観
世
音
が
避
け
が
た
い
破
滅
か
ら
救
う
」
と
い
う
端
的
な

題
名
を
も
つ
説
話
で
は
、
難
民
の
数
家
族
が
捕
虜
と
な
り
ま
す
。

枷
を
は
め
ら
れ
た
主
人
公
は
穴
に
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
熱
心

に
観
世
音
に
祈
る
こ
と
で
、
彼
は
枷
か
ら
自
由
に
な
り
、
逃
走

し
ま
す
。

（
９
）

水
上
で
の
救
済
の
状
況
は
、「
観
世
音
は
呼
び
か
け
に
現
れ
る
」

と
い
う
説
話
の
中
で
う
ま
く
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
10
）

寺
主
で
あ
る

主
人
公
は
、
小
船
で
湖
を
渡
っ
て
い
ま
す
。
彼
と
一
緒
に
女
性

が
乗
っ
て
お
り
、
彼
は
、
彼
女
か
ら
寺
の
必
要
品
を
購
入
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
嵐
が
突
然
襲
っ
て
き
た
時
、
彼
は
、
自

身
の
罪
の
た
め
に
災
厄
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ま
す
。

女
性
を
救
い
た
い
と
願
い
な
が
ら
、
彼
は
『
観
世
音
経
』
を
読
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む
女
性
が
観
音
菩
薩
へ
読
経
し
、
観
音
菩
薩
へ
寄
進
す
る
な
ら
、

そ
の
女
性
が
産
む
子
ど
も
た
ち
は
、
多
く
の
長
所
を
も
つ
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

（
13
）
広
く
流
布
さ
れ
た
仏
教
説
話
の
中
で
、
観
音
へ
の

祈
り
は
、
男
系
子
孫
の
獲
得
を
助
け
て
い
ま
す
。
男
系
子
孫
の

欠
如
、
こ
れ
は
儒
教
文
化
に
お
い
て
は
深
刻
な
社
会
的
短
所
で

す
。
こ
の
点
を
「
観
世
音
が
息
子
を
授
け
る
」
と
い
う
説
話
が

強
調
し
て
い
ま
す
。

（
14
）

主
人
公
は
、
五
十
歳
ま
で
息
子
の
い
な
か

っ
た
道
士
で
す
。
仏
教
僧
は
、
息
子
を
授
か
る
た
め
に
観
世
音

経
を
読
誦
す
る
よ
う
、
彼
に
勧
め
ま
す
。
道
士
は
そ
の
通
り
に

し
、
す
る
と
間
も
な
く
そ
の
妻
に
男
子
が
誕
生
し
ま
す
。
説
話

の
主
人
公
は
、
当
初
は
仏
教
徒
で
は
な
く
、
菩
薩
に
よ
り
実
際

に
男
系
子
孫
を
授
か
る
こ
と
で
仏
教
へ
改
宗
す
る
状
況
が
示
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
し
ま
す
。

唐
臨
が
編
集
し
た
説
話
集
の
中
の
「
沙
門
の
相
貌
を
し
た
観

音
」
の
題
材
は
、
死
に
瀕
し
た
病
人
の
治
癒
を
強
調
し
て
い
ま

す
。
官
吏
が
病
気
と
な
り
、
観
音
へ
呼
び
か
け
ま
す
。
す
る
と
、

僧
の
顔
を
し
た
観
音
が
彼
の
前
に
現
れ
、
病
気
を
治
す
の
で
す
。

（
15
）

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
の
教
訓
文
学
は
、
法
華
経
で
示
さ
れ
た
、

「
日
常
生
活
の
災
い
を
観
音
が
効
果
的
に
救
済
す
る
」
と
い
う
状

況
を
、
す
べ
て
文
字
通
り
に
再
現
し
て
い
る
の
で
す
。

類
型
学
的
に
、
こ
れ
ら
と
似
た
題
材
は
、
よ
り
後
期
の
『
日

本
霊
異
記
』『
日
本
往
生
極
楽
記
』『
法
華
験
記
』
に
集
め
ら
れ

た
、
八
│
九
世
紀
の
日
本
の
説
話
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
説

話
集
の
ロ
シ
ア
語
へ
の
翻
訳
を
実
現
し
た
の
が
、
Ａ
・
Ｎ
・
メ

シ
ェ
リ
ャ
コ
フ
で
す
。

（
16
）

そ
れ
ぞ
れ
、
僧
・
景
戒
、
官
人
・
慶
滋
保
胤
（
出
家
し
「
寂
心
」）

や
僧
・
鎮
源
と
い
っ
た
、
こ
れ
ら
の
著
作
の
作
者
た
ち
が
、
文

字
文
化
の
担
い
手
で
あ
っ
た
こ
と
は
重
要
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、

こ
う
し
た
著
作
説
話
が
、
釈
尊
の
教
え
の
説
法
の
形
式
で
あ
り
、

と
り
わ
け
法
華
経
の
思
想
と
主
題
を
広
め
る
形
式
で
あ
っ
た
こ

と
は
十
分
あ
り
得
ま
す
。
菩
薩
の
保
護
が
約
束
さ
れ
た
日
常
生

活
の
状
況
こ
そ
が
、
信
仰
者
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
主
題

を
説
得
力
の
あ
る
教
訓
と
し
た
の
で
す
。

き
わ
め
て
実
験
的
な
の
が
、
説
話
「
法
花
経
を
写
さ
む
と
し

て
願
を
建
て
し
人
の
、
断
え
て
暗
き
穴
に
内
り
、
願
力
に
頼
り

て
、
命
を
全
く
す
る
こ
と
得
し
縁
」（『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
十
三
話
）

で
す
。

（
17
）

主
人
公
は
、
鉱
山
で
働
い
て
お
り
、
竪
坑
の
中
に
生
き
埋

め
に
さ
れ
ま
す
。
親
戚
た
ち
は
、
彼
は
死
ん
だ
と
思
い
、
祈
祷



を
始
め
、
法
華
経
を
書
写
し
、
観
音
の
像
を
描
き
ま
し
た
。
そ

の
頃
主
人
公
は
、
経
を
書
写
す
る
誓
い
を
果
た
し
て
い
な
い
こ

と
を
思
い
出
し
、
も
し
救
わ
れ
る
な
ら
、
経
の
書
写
を
す
る
と

い
う
新
た
な
誓
い
を
立
て
ま
す
。
突
然
彼
は
、
指
の
厚
み
く
ら

い
の
隙
間
か
ら
自
分
の
上
に
差
し
込
む
細
い
太
陽
の
光
と
僧
に

出
会
い
ま
す
。
僧
は
、
美
味
し
い
ご
馳
走
を
運
び
、
こ
れ
は
、

主
人
公
の
家
族
が
僧
に
寄
進
し
た
食
物
と
飲
み
物
で
あ
り
、
主

人
公
が
泣
い
て
い
る
の
で
、
や
っ
て
来
た
の
だ
と
説
明
し
ま
す
。

僧
が
去
っ
た
後
で
主
人
公
は
、
埋
立
の
上
方
に
割
れ
目
を
見
つ

け
、
叫
び
始
め
ま
す
。
叫
び
声
は
、
そ
ば
を
通
り
か
か
っ
た

人
々
の
耳
に
入
り
、
彼
は
解
放
さ
れ
ま
す
。
主
人
公
が
、
官
人

に
自
身
の
救
出
を
語
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
官
人
は
確
信
を
得
て
、

信
者
た
ち
を
率
い
て
、
一
緒
に
法
華
経
を
書
写
し
、
そ
れ
を
供

養
し
ま
し
た
。

こ
こ
で
い
く
つ
か
主
題
の
様
式
を
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

第
一
に
、
親
戚
た
ち
の
心
か
ら
の
信
心
と
、
彼
ら
が
亡
く
な
っ

た
と
考
え
て
い
た
主
人
公
の
死
後
の
運
命
を
良
く
す
る
た
め
に

菩
薩
に
捧
げ
た
祈
り
で
す
。
僧
侶
へ
の
彼
ら
の
寄
進
は
結
果
と

し
て
、
埋
め
ら
れ
た
鉱
夫
へ
僧
が
運
ん
だ
食
物
に
な
り
ま
し
た
。

二
番
目
は
、
主
人
公
自
身
が
、
誓
い
の
不
履
行
を
後
悔
し
、
救

済
の
た
め
に
新
た
な
誓
い
を
立
て
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
最
終

的
に
、
官
人
が
信
心
を
さ
ら
に
確
固
た
る
も
の
に
し
、
信
仰
者

の
集
団
を
設
立
す
る
、
つ
ま
り
、
ダ
ル
マ
の
流
布
に
協
力
し
始

め
る
こ
と
が
注
目
に
値
し
ま
す
。

霊
験
あ
ら
た
か
な
救
済
の
受
け
手
に
た
び
た
び
な
る
の
が
、

僧
侶
で
す
。
た
と
え
ば
、
説
話
「
観
音
菩
薩
を
憑
み
念
ぜ
し
に

よ
り
て
現
報
を
得
し
縁
」（『
日
本
霊
異
記
』
巻
上
六
話
）
は
、
観
音

を
念
ず
る
こ
と
で
、
橋
の
無
い
川
を
渡
る
こ
と
が
で
き
た
僧
に

つ
い
て
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
突
然
、
船
頭
で
あ
る
渡
し
守
が
現

れ
、
僧
を
も
う
一
方
の
岸
に
渡
し
、
跡
形
も
な
く
消
え
ま
す
。

（
18
）

渡
河
と
渡
し
守
の
形
象
は
、
寓
意
を
含
ん
だ
、
よ
り
深
い
意

味
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
教
義
上
の
隠
喩
の

文
脈
で
解
釈
で
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、
隠
さ
れ
た
教
え
は
、
観

音
が
渡
し
守
の
姿
で
救
済
に
現
れ
る
、
説
話
の
結
び
の
部
分
に

あ
り
ま
す
。

世
親
の
『
倶
舎
論
』
に
目
を
向
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
イ
ン
ド
仏
教
の
伝
統
の
枠
内
で
、
つ
ま
り
、

法
華
経
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
同
じ
文
化
・
世
界
観
を
有
す
る
地
帯

法華経と在家信徒123
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で
成
立
し
ま
し
た
。
こ
の
論
書
は
、
大
乗
仏
教
の
文
化
的
領
域

す
べ
て
に
お
い
て
、
出
家
修
学
文
学
に
必
須
の
も
の
で
あ
り
、

仏
教
徒
の
教
養
あ
る
階
層
に
教
義
上
の
隠
喩
を
広
め
る
こ
と
に

貢
献
し
ま
し
た
。
菩
薩
の
本
質
は
、
第
三
章
「
世
間
品
」
の
第

九
十
四
偈
で
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け

る
も
の
へ
の
私
心
な
き
憐
れ
み
深
さ
が
、
菩
薩
た
ち
が
「
苦
し

み
の
大
い
な
る
流
れ
か
ら
分
け
へ
だ
て
な
く
救
い
出
す
（
於
苦
瀑

流
済
諸
含
識
。
大
正
蔵
29
・
63
ｃ
22
）
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

点
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

（
19
）

渡
河
の
イ
メ
ー
ジ
は
、『
法
華
経
』
第
二
十
五
品
の
中
で
、
隠

喩
的
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

観
音
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
境
涯
の
信
仰
者
た
ち
を
向
こ
う
岸
へ

渡
す
（
つ
ま
り
輪
廻
か
ら
の
脱
出
）
と
い
う
課
題
に
対
応
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
顔
を
も
っ
て
い
ま
す
（
20
）
。
ま
さ
に
、
こ
の
隠
さ
れ
た
意
味

を
も
つ
の
が
、
僧
侶
や
船
頭
で
あ
る
渡
し
守
に
関
し
て
こ
れ
ま

で
触
れ
た
説
話
な
の
で
す
。

輪
廻
か
ら
の
解
放
を
根
本
的
に
妨
害
す
る
状
態
、
す
な
わ
ち

煩
悩
を
説
き
示
す
た
め
の
一
連
の
隠
喩
を
考
察
し
て
み
ま
し
ょ

う
。（
倶
舎
論
の
）
第
五
章
「
随
眠
品
」
の
第
三
十
八
偈
へ
の
著

者
自
身
に
よ
る
注
釈
の
中
で
、
世
親
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

ま
す
。「
経
の
中
で
、
隠
さ
れ
た
激
発
的
な
傾
向
性
は
、
高
揚
、

奔
流
、
束
縛
（
枷
）
や
執
心
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
（
即
上
所
説
随

眠
并
纏
。
経
説
為
漏
瀑
流
軛
取
。
大
正
蔵
29
・
107
ｂ
20
）
」。「
束
縛

（
枷
）」
の
隠
喩
は
、「
生
命
」
に
対
し
て
は
「
存
在
の
枷
（
有
軛
）」

と
し
て
、「
意
識
」
に
対
し
て
は
「
感
性
の
枷
（
見
軛
）」
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
21
）

法
華
経
の
最
も
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
日
常
生
活
の
題
材
を

用
い
た
、
中
国
や
日
本
の
仏
教
説
話
で
正
確
に
描
写
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
枷
や
鎖
の
破
壊
で

あ
り
、
牢
獄
か
ら
の
解
放
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
釈
尊
の
教
え
の
信
奉
者
た
ち
や
、
そ
の
教
え

に
入
門
す
る
心
構
え
の
あ
る
者
た
ち
と
い
っ
た
幅
広
い
層
へ
向

け
ら
れ
た
論
書
や
経
典
、
そ
し
て
教
訓
説
話
集
の
中
で
用
い
ら

れ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
群
は
、
共
通
の
用
語
に
よ
っ
て
、
意
味
的

に
統
合
で
き
る
の
で
す
。
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（
２
）
Ｏ
・
Ｏ
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
『
仏
教
論
叢
』、
モ
ス
ク
ワ
、
一

九
九
一
年
、
六
三
頁

（
３
）
同
、
一
九
七
頁

（
４
）
王
延
秀
『
感
応
伝
』
等
参
照
。
中
国
語
か
ら
の
翻
訳
、
序
文
お

よ
び
注
釈
は
、
Ｍ
・
Ｅ
・
エ
ル
マ
コ
フ
、
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ

ル
ク
、
一
九
九
八
年
、
四
七
‐
四
八
頁

（
５
）
同
、
五
七
頁

（
６
）
同
、
八
三
頁

（
７
）
同
、
一
〇
二
頁

（
８
）
同
、
一
〇
七
頁

（
９
）
同
、
一
一
五
頁

（
10
）
同
、
一
二
五
頁

（
11
）
同
、
一
二
七
頁

（
12
）
同
、
一
二
八
頁

（
13
）『
法
華
経
』
参
照
。
中
国
語
か
ら
の
翻
訳
、
解
説
お
よ
び
結
び

の
論
文
等
は
、
Ａ
・
Ｎ
・
イ
グ
ナ
ト
ヴ
ィ
チ
に
よ
る
。
モ
ス
ク

ワ
、
一
九
九
八
年
、
二
八
三
頁

（
14
）
王
�
、
一
四
九
頁

（
15
）
同
、
二
五
七
頁

（
16
）『
奇
跡
に
関
す
る
日
本
の
伝
説
』
参
照
。
日
本
語
か
ら
の
翻
訳
、

序
文
お
よ
び
解
説
は
、
Ａ
・
Ｎ
・
メ
シ
ェ
リ
ャ
コ
フ
、
モ
ス
ク

ワ
、
一
九
八
四
年

（
17
）
同
、
一
九
七
頁
七
七
‐
七
八

（
18
）
同
、
一
九
七
頁
六
四

（
19
）
世
親
『
ア
ビ
ダ
ル
マ
・
コ
ー
シ
ャ
（
倶
舎
論
）』
第
三
章
「
世

間
品
」。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
の
翻
訳
、
序
文
、
解
説
お

よ
び
歴
史
・
哲
学
的
研
究
は
、
Ｅ
・
Ｐ
・
オ
ス
ト
ロ
フ
ス
キ
ー

と
Ｖ
・
Ｉ
・
ル
ド
イ
に
よ
る
。
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
、
一

九
九
四
年
、
一
八
六
頁

（
20
）『
法
華
経
』
二
八
四
頁

（
21
）『
ヨ
ー
ガ
・
パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
・
ヴ
ィ
ヤ
ー
サ
・
世
親
』。
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
の
翻
訳
と
解
説
は
、
Ｅ
・
Ｐ
・
オ
ス
ト
ロ
フ

ス
キ
ー
と
Ｖ
・
Ｉ
・
ル
ド
イ
に
よ
る
。
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル

ク
、
二
〇
〇
二
年
、
三
一
七
頁

（
Ｔ
・
Ｖ
・
エ
ル
マ
コ
ワ
／
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

東
洋
学
研
究
所
研
究
員
）

（
訳
・
さ
と
う
　
ゆ
う
こ
／
東
洋
哲
学
研
究
所
委
嘱
研
究
員
）
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