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「
法
華
経
」に
お
け
る
平
等
思
想

│
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
視
点

　
　栗原　
淑
江

１　

は
じ
め
に

　

仏
教
思
想
の
特
質
の
一
つ
に
、
平
等
の
概
念
が
あ
る
。
ブ
ッ

ダ
が
生
き
た
当
時
の
イ
ン
ド
で
は
、
カ
ー
ス
ト
制
度
に
根
ざ
す

差
別
が
行
な
わ
れ
、
女
性
蔑
視
の
風
潮
も
優
勢
で
あ
っ
た
。
そ

う
し
た
中
で
、
ブ
ッ
ダ
は
、
カ
ー
ス
ト
制
度
を
否
定
し
、
す
べ

て
の
人
々
が
平
等
で
あ
る
と
説
い
た
。
仏
教
は
、創
始
当
初
か
ら
、

平
等
思
想
を
そ
の
特
質
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ブ
ッ
ダ
の
言
葉
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。「
身
を
禀う

け

た
生
き
も
の
の
間
で
は
そ
れ
ぞ
れ
区
別
が
あ
る
が
、
人
間
の
あ

い
だ
で
は
こ
の
区
別
は
存
在
し
な
い
。
人
間
の
あ
い
だ
で
区
別

表
示
が
説
か
れ
る
の
は
、
た
だ
名
称
に
よ
る
の
み
（
１
）」で

あ
る
と
。

　

ま
た
、「
生
れ
に
よ
っ
て
〈
バ
ラ
モ
ン
〉
と
な
る
の
で
は
な
い
。

生
れ
に
よ
っ
て〈
バ
ラ
モ
ン
な
ら
ざ
る
者
〉と
な
る
の
で
も
な
い
。

行
為
に
よ
っ
て〈
バ
ラ
モ
ン
〉な
の
で
あ
る
。
行
為
に
よ
っ
て〈
バ

ラ
モ
ン
な
ら
ざ
る
者
〉な
の
で
あ
る
（
２
）」と

も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
は
、
す
べ
て
の
人
は
そ
の
属
性
に
よ

っ
て
差
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
行
為
こ
そ
が
重
要
で
あ
る

と
考
え
た
。
皆
、
同
じ
く
「
仏
性
」
を
内
包
し
た
存
在
で
あ
り
、

等
し
く
尊
厳
な
存
在
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
う
し
た
思
想
は
、
た
と
え
ば
ブ
ッ
ダ
の
女
性
観
に
も
一
貫

し
て
い
る
。
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
に
お
い
て
は
、
多
く
の
女
性

は
家
庭
や
男
性
に
従
属
し
て
一
生
を
送
り
、
一
人
前
の
人
間
と

し
て
は
扱
わ
れ
ず
、
権
利
や
行
動
も
大
き
く
制
約
さ
れ
て
い
た
。

在
家
の
女
性
信
徒
に
対
す
る
ブ
ッ
ダ
の
指
針
に
は
、
そ
う
し
た

通
念
に
の
っ
と
っ
た
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る
し
、
男
僧
の
修
行

の
邪
魔
に
な
る
と
し
て
女
性
を
忌
避
す
る
教
え
も
多
い
。

　

し
か
し
、
ブ
ッ
ダ
は
、
宗
教
的
資
格
に
お
い
て
は
両
性
の
宗

教
的
平
等
を
主
張
し
て
い
る
。
女
性
の
宗
教
的
資
質
や
能
力
そ

の
も
の
を
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
ブ
ッ
ダ
は
、
自
ら
説
い
た
法
を
車
に
た
と
え
、「
こ
の
よ
う

な
車
に
乗
る
人
々
は
、
女
で
あ
れ
、
男
で
あ
れ
、
実
に
こ
の
車

に
よ
っ
て
、
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ〔
涅
槃
〕の
近
く
に
い
る
（
３
）」と

述
べ
て

い
る
。

　
「
法
華
経
」
は
、
こ
う
し
た
ブ
ッ
ダ
の
思
想
に
も
と
づ
き
、
す

べ
て
の
衆
生
の
平
等
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
説
か
れ

る「
一
仏
乗
」の
思
想
は
、「
す
べ
て
の
衆
生
が
平
等
に
成
仏
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、『
法
華
経
』
の
も
っ
と
も
重
要
な
宗
教

的
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
（
４
）」。

　

さ
て
、
現
代
に
展
開
す
る
Ｓ
Ｇ
Ｉ
（
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ

ル
）
運
動
は
、
こ
う
し
た
仏
教
の
平
等
思
想
を
一
つ
の
理
論
的
基

盤
と
し
て
い
る
。
ブ
ッ
ダ
の
平
等
思
想
と
、
と
く
に
「
法
華
経
」

に
み
ら
れ
る
「
万
人
の
成
仏
」、
す
な
わ
ち
万
人
の
平
等
の
思
想

は
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
民
衆
運
動
の
理
論
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
日
は
、
手
短
か
な
報
告
に
は
な
る
が
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の

視
点
か
ら
見
た
仏
教
に
お
け
る
平
等
思
想
を
、「
法
華
経
」
に
焦

点
を
当
て
て
検
討
し
、
池
田
大
作
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
解
釈
を
紹
介

し
た
い
。
そ
の
解
釈
は
、
民
衆
運
動
の
指
導
者
と
し
て
の
立
場

か
ら
、
理
論
だ
け
で
な
く
、
実
践
の
上
か
ら
解
釈
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
特
質
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
同
じ
く
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
仏
教

思
想
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
日
蓮
の
「
法
華
経
」
解
釈
に
つ
い
て

も
言
及
す
る
。
そ
う
す
る
な
か
で
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、「
法
華
経
」

に
示
さ
れ
た
智
慧
、
洞
察
を
、
現
代
に
生
き
る
人
々
に
ふ
さ
わ

し
く
蘇
ら
せ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

２　

二
乗
作
仏

│
方
便
品
第
二

　
「
法
華
経
」
に
説
か
れ
る
三
大
思
想
と
し
て
、「
万
人
の
成
仏
」、

「
永
遠
な
る
仏
」、「
菩
薩
道
の
実
践
」が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
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平
等
思
想
を
示
す
の
が「
万
人
の
成
仏
」の
概
念
で
あ
る
。「
法
華

経
」
に
お
い
て
は
、
一
切
衆
生
が
一
念
三
千
の
当
体
で
あ
る
と
の

考
え
方
に
立
っ
た
「
皆
成
仏
道
」
の
教
え
が
説
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
と
く
に
、「
方
便
品
第
二
」
に
示
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
で
は
、
今
ま
で
成
仏
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
二
乗（
声
聞
・

縁
覚
）の
成
仏
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
提
婆
達
多
品
第
十

二
」
で
は
、
諸
経
典
で
は
成
仏
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
悪
人
と

女
人
の
成
仏
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
方
便
品
第
二
」
に
、「
如
来
は
但
だ
一
仏
乗
を
以
て
の
故
に
、

衆
生
の
為
め
に
法
を
説
き
た
ま
う
」（
創
価
学
会
版『
法
華
経
並
開
結
』

〔
以
下
、『
法
華
経
』
と
略
記
〕、
聖
教
新
聞
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
二
一

ペ
ー
ジ
）
と
あ
る
が
、
一
仏
乗
と
は
、
一
切
衆
生
を
等
し
く
成
仏

さ
せ
る
教
法
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
立
場
か
ら
、「
法
華
経
」

で
は
、「
二
乗
作
仏
」、「
悪
人
成
仏
」、「
女
人
成
仏
」
が
説
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
ま
ず
、
方
便
品
に
み
ら
れ
る
二
乗
作
仏
に
つ
い
て
み

て
み
よ
う
。
二
乗
と
は
、
十
界
の
中
の
声
聞
界
、
縁
覚
界
の
衆

生
の
こ
と
で
あ
る
。「
乗
」
と
は
乗
り
物
の
意
で
、
声
聞
や
縁
覚

の
人
び
と
、
あ
る
い
は
か
れ
ら
の
立
場
を
意
味
す
る
。

　

方
便
品
第
二
の
冒
頭
に
は
、「
諸
仏
の
智
慧
は
甚
深
無
量
な
り
。

其
の
智
慧
の
門
は
難
解
難
入
な
り
。
一
切
の
声
聞
・
辟
支
仏
の

知
る
こ
と
能
わ
ざ
る
所
な
り
」（『
法
華
経
』一
〇
六
ペ
ー
ジ
）と
あ
る
。

辟
支
仏
と
は
縁
覚
の
こ
と
で
あ
る
。
諸
仏
の
智
慧
は
計
り
知
れ

な
い
ほ
ど
深
く
、
理
解
し
、
悟
る
の
は
難
し
い
。
声
聞
・
縁
覚

の
二
乗
に
は
と
う
て
い
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の

で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
声
聞
は
、
譬
喩
品
で
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

「
舎
利
弗
よ
。
若
し
衆
生
有
り
て
、
内
に
智
性
有
り
、
仏
世
尊
従よ

り
法
を
聞
い
て
信
受
し
、
慇お
ん
ご
ん懃
に
精
進
し
て
、
速
か
に
三
界
を

出
で
ん
と
欲
し
て
、
自
ら
涅
槃
を
求
む
る
、
是
れ
を
声
聞
乗
と

名
づ
く
」（『
法
華
経
』一
七
六
ペ
ー
ジ
）。
仏
の
法
を
聞
い
て
、
苦
・

集
・
滅
・
道
の
四
諦
の
道
理
を
会
得
し
て
、
涅
槃
を
目
的
と
し

て
修
行
す
る
人
々
で
あ
る
。

　

次
に
縁
覚
に
つ
い
て
は
、「
若
し
衆
生
有
り
て
、
仏
世
尊
従
り

法
を
聞
い
て
信
受
し
、
慇
懃
に
精
進
し
て
自
然
慧
を
求
め
、
独

善
寂
を
楽ね
が

い
、
深
く
諸
法
の
因
縁
を
知
る
、
是
れ
を
辟
支
仏
乗

と
名
づ
く
」（『
法
華
経
』一
七
六
ペ
ー
ジ
）と
あ
る
。
仏
の
法
を
聞
く

だ
け
で
な
く
、
自
然
や
事
物
な
ど
を
通
し
て
、
十
二
因
縁
な
ど
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の
仏
教
の
深
い
意
味
を
悟
る
人
々
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
二
乗
は
、
現
世
に
対
す
る
執
着
を
断
っ
た
「
阿
羅
漢
」

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
現
実
逃
避
的
、
自
己
中
心
的
で
あ
り
、

自
己
の
解
脱
に
執
着
し
て
、
利
他
の
行
に
欠
け
る
も
の
と
し
て

非
難
さ
れ
た
。
か
れ
ら
は
大
願
も
大
慈
大
悲
も
な
く
、
た
だ
老

病
死
の
苦
か
ら
脱
す
る
こ
と
の
み
を
求
め
る
と
さ
れ
る
。
い
わ

ゆ
る
「
二
乗
根
性
」
で
あ
る
（
５
）。

そ
の
た
め
、
二
乗
は
成
仏
で
き
な

い
と
非
難
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
法
華
経
」
に
至
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
成
仏
で

き
る
と
い
う
「
一
念
三
千
の
法
門
」
が
説
か
れ
、
二
乗
も
菩
薩
行

を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
成
仏
の
記
別
が
与
え
ら
れ
た
。
そ
れ

が
一
仏
乗
の
教
え
で
あ
る
。
従
来
は
、
声
聞
の
人
に
は
声
聞
乗

が
説
か
れ
、
縁
覚
に
は
縁
覚
乗
の
教
え
が
説
か
れ
、
菩
薩
の
た

め
に
は
大
乗
の
経
典
が
説
か
れ
た
と
い
う
「
三
乗
」
の
教
え
に
対

し
て
、
そ
れ
は
方
便
で
あ
っ
た
と
し
、「
法
華
経
」
で
一
乗
が
説

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
乗
と
は
、
一
つ
の
乗
り
物
の
意
味
で
、
乗
り
物
と
は
衆
生

を
仏
の
悟
り
に
導
い
て
行
く
教
え
を
た
と
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
乗
り
物
に
よ
っ
て
、
一
切
衆
生
が
ひ
と
し
く
仏
に
成
る
こ

と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
る
。
一
乗
は
、「
般
若
経
」「
華
厳
経
」「
勝

鬘
経
」
な
ど
に
散
説
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
と
も
力
説
し

て
い
る
の
は「
法
華
経
」で
あ
る
。

　

方
便
品
に
は
、「
十
方
仏
土
の
中
に
は　

唯
一
乗
の
法
の
み
有

り　

二
無
く
亦
た
三
無
し　

仏
の
方
便
の
説
を
除
く
」（『
法
華
経
』

一
二
九
ペ
ー
ジ
）と
あ
る
。
通
常
、
こ
の「
二
」は
声
聞
・
縁
覚
の
二

乗
、「
三
」
は
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
三
乗
を
さ
し
、
二
乗
あ
る

い
は
三
乗
の
差
別
を
否
定
し
て
そ
れ
ら
を
統
一
し
た
も
の
が
一

乗
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
天
台
・
華
厳
は
こ
の
考
え
に
立

つ
が
、
こ
の
点
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
中
国
で
は
三
車
家
・
四
車

家
の
論
争
が
あ
っ
た
。

　

一
乗
の
直
接
の
語
義
は「
唯
一
」で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は「
統

一
」
の
意
味
を
持
ち
、
後
者
の
点
を
と
く
に
力
説
し
た
の
が
「
法

華
経
」で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
法
華
経
」で
は
、
教
法
の
み
な
ら
ず

修
行
者
の
人
格
も
統
一
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
声
聞
・
縁

覚
の
成
仏
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
経
独
自
の
教
え

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
天
台
宗
に
お
い
て
は
、「
会
三
帰
一
」、「
開

三
顕
一
」、「
開
会
」
等
の
言
葉
で
統
一
の
教
義
を
表
現
し
て
い
る

が
、
菅
野
博
史
は
そ
れ
を
「
三
乗
方
便
・
一
乗
真
実
」
と
呼
ん
で
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い
る
（
６
）。

　

こ
う
し
た
思
想
を
、
ブ
ッ
ダ
は
「
法
華
経
」
に
い
た
っ
て
は
じ

め
て
説
い
た
。「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」
で
あ
っ
た
が
、
衆
生
の

機
根
が
熟
し
て
き
た
の
で
、
よ
う
や
く
説
い
た
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
平
川
彰
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
ど
う
い
う
人

で
も
平
等
に
仏
の
慈
悲
に
あ
ず
か
れ
る
、
と
い
う
教
え
が
法
華

経
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。『
四
十
余
年
未
顕
真
実
』
と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
つ
ま
り
お
釈
迦
さ
ま
が
悟
り
を
開
か

れ
て
か
ら
四
十
余
年
間
、
民
衆
を
救
う
た
め
の
教
え
を
説
こ
う

と
い
う
気
持
ち
は
あ
っ
た
が
、
い
ま
だ
そ
れ
を
説
く
の
が
早
か

っ
た
。
四
十
年
過
ぎ
て
、
人
々
の
心
が
よ
う
や
く
熟
し
て
き
て
、

法
華
経
を
聞
く
準
備
が
で
き
て
き
た
。
こ
こ
で
自
分
が
本
当
に

こ
の
世
の
中
に
現
わ
れ
て
き
た
目
的
、
出
世
の
本
懐
を
示
す
の

だ
、
と
言
わ
れ
る
の
が
法
華
経
な
の
で
す
（
７
）」

　

さ
て
方
便
品
で
は
、
舎
利
弗
が
ブ
ッ
ダ
に
説
法
を
三
回
、
請

う
が
、
ブ
ッ
ダ
は
そ
れ
を
制
止
し
、
三
回
目
に
や
っ
と
説
き
始

め
る
（「
三
止
三
請
」）。
そ
の
時
、
五
千
人
の
増
上
慢
の
僧
尼
や
信

者
が
座
を
立
っ
て
い
っ
て
し
ま
う（「
五
千
起
去
」）。「
此
の
語
を
説

き
た
ま
う
時
、
会
の
中
に
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷

の
五
千
人
等
有
り
て
、
即
ち
座
従よ

り
起
ち
て
、
仏
を
礼
し
て
退

き
ぬ
」（『
法
華
経
』
一
一
八
〜
九
ペ
ー
ジ
）。
し
か
し
ブ
ッ
ダ
は
、
そ

れ
に
か
ま
わ
ず
黙
っ
て
去
ら
せ
、
説
法
を
始
め
る
。

　

こ
れ
ら
の
状
況
に
つ
い
て
、『
法
華
経
の
智
慧
』
で
は
次
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
そ
し
て
、
そ
の
『
仏
の
出
現
の
唯
一
の
目
的
』
で
あ
る
『
偉
大

な
仕
事
』の
内
容
が
、『
開
・
示
・
悟
・
入
』の『
四
仏
知
見
』と
し

て
明
か
さ
れ
ま
す
」

　
「
衆
生
の
仏
知
見
（
仏
界
）
を
開
か
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
衆
生

に
仏
知
見
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
知
見
が

あ
る
の
は
、衆
生
が
本
来
、仏
だ
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
こ
れ
は『
衆

生
こ
そ
尊
極
の
存
在
な
り
』と
い
う
一
大
宣
言
な
の
で
す
」

　
「
い
わ
ゆ
る『
三
乗
方
便
・
一
乗
真
実
』と
い
う
こ
と
で
す
ね
（
８
）」

　

そ
し
て
、「『
一
乗
』
と
は
〝
唯
一
の
教
え
〞
と
い
う
意
味
で
す
。

仏
の
唯
一
の
教
え
は
〝
仏
に
成
る
〞
た
め
の
教
え
な
の
で
『
仏
乗
』

と
も
『
一
仏
乗
』
と
も
言
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
仏
自
身
が
乗
っ

て
き
た
乗
り
物
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
仏
自

身
が
歩
ん
で
き
た
道
を
教
え
、
仏
自
身
が
乗
っ
て
き
た
乗
り
物

を
与
え
る
の
が
一
乗
で
す
（
９
）」と

解
釈
さ
れ
て
い
る
。
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そ
し
て
、
二
乗
作
仏
に
つ
い
て
は
、「
要
す
る
に
、
仏
の
教
え

は
『
一
仏
乗
し
か
な
い
』
と
、
は
っ
き
り
言
う
こ
と
は
、
一
切
衆

生
が
菩
薩
で
あ
る
と
示
す
こ
と
に
な
る
。
二
乗
も
菩
薩
で
あ
り
、

仏
に
成
れ
る
の
で
す
。
人
開
会
は
、
一
乗
の
教
え
が
す
べ
て
の

衆
生
を
成
仏
さ
せ
る
こ
と
を
強
調
す
る
も
の
で
す
。
そ
の
要
が

法
華
経
の『
二
乗
作
仏
』で
す
（
10
）」。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
二
乗
作
仏
を
万
人
の
成
仏

に
お
け
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ

を
悟
っ
た
二
乗
の
心
境
に
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
対
談

者
の「
釈
尊
は『
大
乗
平
等
の
法
』と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
う
し

た
、『
最
高
の
法
』『
最
高
の
生
き
方
』を
知
っ
た
二
乗
の
喜
び
は
、

ど
れ
ほ
ど
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
」「
経
文
で
は
、
舎
利
弗
は
歓
喜

の
あ
ま
り
思
わ
ず
躍
り
あ
が
っ
て
、
釈
尊
に
向
か
っ
て
合
掌
し

た
と
説
か
れ
て
い
ま
す
」「
法
華
経
に
よ
っ
て
蘇
っ
た『
声
聞
』の

姿
で
す
ね
」
と
の
コ
メ
ン
ト
に
対
し
て
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
次
の
よ

う
に
応
じ
て
い
る
。

　
「
根
底
か
ら
一
念
が
変
わ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
舎
利
弗
は
、

一
仏
乗
を
納
得
し
て
こ
う
告
白
し
て
い
ま
す
。『
今
、
仏
か
ら
未

曽
有
の
法
を
聞
い
て
、
す
べ
て
の
疑
い
や
悔
い
が
な
く
な
り
、

心
身
と
も
に
安
穏
に
な
り
ま
し
た
。
今
日
は
じ
め
て
知
り
ま
し

た
。
自
分
は
真
の
「
仏
子
」
で
す
。
仏
の
口
か
ら
生
ま
れ
、
仏
の

教
化
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
す
』と
。
こ
の『
仏
子
』と
い
う
言
葉
は
、

大
乗
で
は
菩
薩
を
意
味
し
ま
す
。
舎
利
弗
は
一
仏
乗
を
信
解
し

て
、
声
聞
か
ら
菩
薩
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
で
す
（
11
）」と

。

　

さ
ら
に
、「
多
く
の
菩
薩
た
ち
が
声
聞
・
縁
覚
と
な
っ
て
、
多

く
の
衆
生
を
教
化
す
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
内
に
菩
薩
の
行

を
秘
め
、
外
に
は
自
分
は
声
聞
で
あ
る
と
い
う
姿
を
見
せ
て
い

る
。
生
死
の
輪
廻
を
厭
う
な
ど
、
い
か
に
も
声
聞
ら
し
く
し
て

い
る
け
れ
ど
も
、
実
は
、
自
ら
仏
の
国
土
を
浄
め
て
い
る
の
で

あ
る（
趣
意
）」の
文
に
対
し
て
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、「
あ
な
た

が
た
は
自
分
を
声
聞
だ
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
は『
菩
薩
』

な
の
で
す
よ
。
あ
え
て
声
聞
の
役
を
演
じ
な
が
ら
、
人
々
を
仏

道
に
向
か
わ
せ
て
い
る
の
で
す
よ

│
こ
う
教
え
て
い
る
の
だ

ね
（
12
）」

と
指
摘
し
、
本
来
は
菩
薩
な
の
だ
け
れ
ど
も
声
聞
の
姿
を
と

っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
、
逆
転
の
思
想
に
言
及
す
る
。
声
聞

の
姿
は
表
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
実
は
す
べ
て
が
菩
薩
な
の
で

あ
る
と
。

　

さ
ら
に
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
日
蓮
の
次
の
文
を
引
用
し
て
、
人
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間
の
生
き
方
に
即
し
て
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、「
大
聖
人
は
『
二

乗
を
永
不
成
仏
と
説
き
給
ふ
は
二
乗
一
人
計
り
な歎げ
く
べ
き
に

あ
ら
ざ
り
け
り
我
等
も
同
じ
な
げ
き
に
て
あ
り
け
り
と
心
う
る

な
り
（
13
）』と

仰
せ
で
す
。

　

そ
し
て
『
人
の
不
成
仏
は
我
が
不
成
仏
、
人
の
成
仏
は
我
が
成

仏
・
凡
夫
の
往
生
は
我
が
往
生
（
14
）』

と
い
う
考
え
方
を
示
さ
れ
て
い

る
。

　

十
界
互
具
に
な
る
前
は
、
他
の
衆
生
の
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
〝
他

人
ご
と
〞
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
十
界
互
具
に
な
っ
て
、〝
人
の
成

仏
は
自
分
の
成
仏
〞〝
人
の
不
成
仏
は
自
分
の
不
成
仏
〞
と
受
け

止
め
て
い
く
生
き
方
に
転
換
し
て
い
る
。
こ
れ
は
生
命
観
、
世

界
観
の
大
変
革
で
す
。

　
『
他
人
だ
け
が
不
幸
』
は
あ
り
え
な
い
。『
自
分
だ
け
が
幸
福
』

も
あ
り
え
な
い
。
他
者
の
な
か
に
自
分
を
見
、
自
分
の
な
か
に

他
者
と
の
一
体
性
を
感
じ
て
い
く

│
『
生
き
方
』
の
根
底
か
ら

の
革
命
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、
人
を
差
別
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
生
命
を
差
別

す
る
こ
と
に
な
る
。
人
を
傷
つ
け
れ
ば
、自
分
の
生
命
が
傷
つ
く
。

人
を
尊
敬
す
る
こ
と
は
、
自
分
の
生
命
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

…
…
『
権
教
は
不
平
等
の
経
な
り
、
法
華
経
は
平
等
の
経
な

り
（
15
）』

と
大
聖
人
は
仰
せ
で
す
。
法
華
経
は
、
単
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン

と
し
て
の
平
等
で
は
な
く
、
生
命
の
法
理
の
う
え
か
ら
、
そ
し

て
『
生
き
方
』
の
根
源
か
ら
、
自
他
共
の
幸
福
へ
の
道
を
教
え
る

経
典
な
の
で
す
（
16
）」と

解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
他
者
と
と
も
に
、
他
者
の

た
め
に
生
き
る
と
い
う
人
間
の
理
想
的
生
き
方
は
二
乗
に
も
可

能
だ
と
し
、
二
乗
の
生
命
の
革
命
的
転
換
の
可
能
性
を
強
調
し

て
い
る
。
二
乗
作
仏
に
よ
り
、
利
己
的
な
二
乗
が
新
た
な
生
き

方
に
め
ざ
め
、
前
進
し
て
い
く
こ
と
が
明
か
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

現
代
に
お
い
て
も
、
象
牙
の
塔
や
蛸
壷
に
立
て
こ
も
り
、
社

会
と
関
わ
ろ
う
と
し
な
い
学
術
者
や
、
現
実
世
界
と
隔
絶
し
た

場
所
で
孤
高
の
制
作
活
動
を
す
る
芸
術
家
も
多
い
。
し
か
し
、

一
方
で
、
そ
う
し
た
能
力
を
他
者
の
た
め
、
社
会
の
た
め
に
用

い
て
い
こ
う
と
す
る
人
た
ち
も
い
る
。
ち
な
み
に
、
池
田
Ｓ
Ｇ

Ｉ
会
長
と
対
談
を
行
な
う
識
者
の
多
く
は
、
行
動
す
る
学
術
者
、

芸
術
家
が
多
い
。「
二
乗
根
性
」
を
突
き
抜
け
た
、
現
代
に
お
け

る
菩
薩
と
い
え
よ
う
か
。
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
二
乗
作
仏
に
、
真

実
の
法
に
目
覚
め
、
生
き
方
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
転
換
し
た
人
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間
像
を
見
出
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

３　

悪
人
成
仏

│
提
婆
達
多
品
第
十
二

　

次
に
、
悪
人
成
仏
と
女
人
成
仏
が
説
か
れ
て
い
る
提
婆
達
多

品
第
十
二
を
み
て
み
よ
う
。
こ
の
品
は
、
鳩
摩
羅
什
訳
の
「
法
華

経
」
に
は
入
っ
て
い
な
い
な
ど
、
成
立
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な

説
が
あ
る
が
、
今
回
は
ふ
れ
な
い
。

　

仏
教
に
お
け
る
悪
人
と
は
、
五
逆
罪
（
父
を
殺
す
・
母
を
殺
す
・

阿
羅
漢
を
殺
す
・
仏
身
よ
り
血
を
出
す
・
和
合
僧
を
破
る
）、
十
悪（
殺
生
・

偸
盗
・
邪
淫･

妄
語
・
綺
語
・
悪
口
・
両
舌
・
貪
欲･
瞋
恚
・
愚
癡
）等
の

悪
業
や
正
法
誹
謗
を
重
ね
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
悪

人
で
も
、「
法
華
経
」
に
縁
す
れ
ば
、
最
後
に
は
成
仏
が
で
き
る

と
説
か
れ
る
の
が「
悪
人
成
仏
」で
あ
る
。

　

提
婆
達
多
品
で
は
、
ブ
ッ
ダ
に
対
す
る
三
逆
罪（
仏
身
よ
り
血
を

出
す
・
和
合
僧
を
破
る
・
阿
羅
漢
を
殺
す
）を
犯
し
た
提
婆
達
多
が
、「
提

婆
達
多
品
第
十
二
」
で
天
王
如
来
の
授
記
を
受
け
、
成
仏
す
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
提
婆
達
多
に
つ
い
て
は
、
そ
の
出
自
な

ど
諸
説
が
あ
る
が
、
一
般
に
次
の
よ
う
な
人
間
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
（
17
）。

　

│
斛
飯
王
の
子
で
阿
難
の
兄
、
ま
た
は
甘
露
王
の
子
で
阿

難
の
弟
と
す
る
説
も
あ
り
、
釈
尊
の
従
弟
に
あ
た
る
。
提
婆
、

調
婆
達
、
調
達
と
も
音
写
す
る
。
訳
し
て
天
熱
、
ま
た
は
天
授

と
も
い
う
。
…
…　

幼
い
こ
ろ
か
ら
釈
尊
に
敵
対
し
、
釈
尊
か

ら
与
え
ら
れ
た
白
象
を
打
ち
殺
し
た
り
、
耶
輸
大
臣
の
娘
、
耶

輸
陀
羅
姫
を
争
っ
て
敗
れ
た
り
し
た
。
後
に
釈
尊
は
出
家
し
て

仏
と
な
り
、
提
婆
も
ま
た
出
家
し
て
弟
子
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
憍
慢
な
心
の
持
ち
主
で
名
聞
名
利
の
念
が
強
く
、
釈

尊
か
ら
大
衆
の
前
で
叱
責
さ
れ
た
の
を
恨
み
、
退
転
し
て
新
教

団
を
作
り
、
釈
尊
の
殺
害
を
は
か
る
な
ど
三
逆
罪（
破
和
合
僧
・
出

仏
身
血
・
殺
阿
羅
漢
）
を
犯
し
た
。
更
に
外
道
の
邪
師
、
富
蘭
那
外

道
と
結
託
し
、
悪
事
を
働
い
て
悔
い
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と

い
う
。

　

ま
た
阿
闍
世
太
子
を
唆
し
、
父
頻
婆
娑
羅
王
を
殺
さ
せ
て
王

位
に
即
位
さ
せ
、
釈
尊
に
敵
対
さ
せ
た
。
ま
た
、
あ
る
と
き
は

爪
に
毒
を
つ
け
、
釈
尊
の
足
に
そ
の
爪
の
毒
を
塗
り
、
傷
つ
け

て
殺
そ
う
と
企
て
て
王
舎
城
へ
い
っ
た
が
、
蓮
華
比
丘
尼
か
ら

責
め
ら
れ
て
怒
り
、
打
ち
殺
し
た
。
そ
の
直
後
、
王
舎
城
北
門

の
提
婆
の
立
っ
て
い
た
大
地
が
裂
け
、
生
き
な
が
ら
阿
鼻
大
城
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に
堕
ち
た
と
い
う
。

　

釈
尊
の
弟
子
と
な
り
な
が
ら
退
転
し
て
、
逆
罪
を
犯
し
、
釈

尊
を
迫
害
し
た
悪
比
丘
と
さ
れ
る
が
、
法
華
経
提
婆
達
多
品
第

十
二
で
は
提
婆
達
多
は
釈
尊
の
因
位
の
修
行
の
師
で
あ
り
、
無

量
劫
の
後
、
天
王
如
来
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
記
別
を
与
え
て
い

る

│
。

　

こ
の
よ
う
に
、
悪
逆
の
限
り
を
つ
く
し
た
と
さ
れ
る
提
婆
達

多
で
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
悪
人
で
も
な
か
っ
た
、
あ
る
い

は
悪
人
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
説
も
あ
る
。「
法

華
経
」
の
中
に
も
、
彼
が
大
悪
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
述
べ

ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
文
に
あ
る
よ
う
に
、
過
去
の
師
匠
と
し

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
「
仏
は
諸
々
の
比
丘
に
告
げ
た
ま
わ
く
、

　
『
爾
の
時
の
王
と
は
、
則
ち
我
が
身
是
れ
な
り
。
時
の
仙
人
と

は
、
今
の
提
婆
達
多
是
な
り
。
提
婆
達
多
は
善
智
識
な
る
に
由

る
が
故
に
、
我
れ
を
し
て
六
波
羅
蜜
・
慈
悲
喜
捨
・
三
十
二
相
・

八
十
種
好
・
紫
磨
金
色
・
十
力
・
四
無
所
畏
・
四
摂
法
・
十
八

不
共
・
神
通
道
力
を
具
足
せ
し
め
た
り
。
等
正
覚
を
成
じ
て
、

広
く
衆
生
を
度
す
る
は
、
皆
な
提
婆
達
多
の
善
知
識
に
因
る
が

故
な
り
』と
。

　

諸
の
四
衆
に
告
げ
た
ま
わ
く
、

　
『
提
婆
達
多
は
却さ

っ
て
後
、
無
量
劫
を
過
ぎ
て
、
当
に
成
仏
す

る
こ
と
を
得
べ
し
。
名
づ
け
て
天
王
如
来
…
…
」（『
法
華
経
』三
九

九
〜
四
〇
〇
ペ
ー
ジ
）。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、平
川
彰
は
、次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
提
婆
達
多
が
そ
ん
な
悪
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
お
釈
迦
さ

ま
の
時
代
に
は
言
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
…
…
教
団
の
分
裂

が
起
こ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
提
婆
の
教
え
を
非
難
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
だ
、
と
い
う
の

は
よ
く
判
り
ま
せ
ん
が
、
教
団
を
分
裂
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
教

団
を
分
裂
さ
せ
た
提
婆
達
多
を
悪
者
に
す
る
、
と
い
う
考
え
が

起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
（
18
）」

　

ま
た
、
菅
野
博
史
も
、「
今
と
な
っ
て
は
、〔
提
婆
達
多
の
〕個
々

の
伝
説
の
真
偽
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
、「
提
婆

達
多
品
に
は
案
に
相
違
し
て
、
こ
の
よ
う
な
大
悪
人
で
あ
る
こ

と
は
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
中
国
・
日
本
で
は
、『
法
華
経
』

は
悪
人
成
仏
を
説
く
と
い
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
提
婆
達
多
が
悪

人
で
あ
る
と
い
う
固
定
観
念
に
基
づ
く
。
大
悪
人
の
提
婆
達
多
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で
さ
え『
法
華
経
』に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

…
…
提
婆
達
多
が
悪
人
で
あ
る
こ
と
は
当
時
周
知
の
事
実
で
あ

っ
た
か
ら
、
あ
え
て
触
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
19
）」

と
指
摘
し

て
い
る
。

　

そ
う
し
た
指
摘
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、

提
婆
達
多
に
即
し
て
、
悪
人
が
成
仏
で
き
る
と
い
う
こ
と
の
意

味
を
実
践
的
な
角
度
か
ら
深
く
掘
り
下
げ
て
い
る
。
ふ
た
た
び
、

『
法
華
経
の
智
慧
』を
ひ
も
と
い
て
み
よ
う
。

　

提
婆
達
多
品
を
検
討
す
る
箇
所
で
、
対
談
者
が
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

　
「
提
婆
達
多
は
、
ま
さ
に
『
悪
役
』
の
代
表
で
す
ね
。『
悪
逆
の

提
婆
』
と
呼
ば
れ
、
悪
い
と
言
え
ば
、
こ
ん
な
に
悪
い
人
間
も
い

ま
せ
ん
。
そ
の
『
大
悪
人
』
が
成
仏
す
る
と
い
う
の
が
、
法
華
経

の
提
婆
達
多
品
で
す
。
あ
る
意
味
で
、
こ
れ
ほ
ど
不
思
議
な
法

門
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　
「
提
婆
品
で
は
、
こ
の『
悪
人
成
仏
』と
と
も
に
、
竜
女
の
成
仏

と
い
う
『
女
人
成
仏
』
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
悪
人
も
女
人
も
、

そ
れ
ま
で
の
仏
教
で
は
、
仏
に
成
れ
な
い
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

い
わ
ば
常
識
を
く
つ
が
え
す
説
法
で
あ
り
、
一
切
衆
生
を
成
仏

さ
せ
る
と
い
う
、
法
華
経
の
特
長
が
劇
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る

品
と
い
え
ま
す
（
20
）」

　

そ
れ
に
対
し
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、「
こ
の
品
に
即
身
成
仏
が
説

か
れ
て
い
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。『
あ
ら
ゆ
る
人
を
成
仏
さ

せ
る
の
だ
』
と
い
う
の
が
法
華
経
の
心
で
す
。
人
々
に
と
っ
て
法

門
以
上
に
切
実
な
の
は
、
自
分
が
成
仏
で
き
る
か
ど
う
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
提
婆
品
は
、
ま
さ
に
そ
の
問
題
に
端
的
に
答
え

を
示
し
て
い
る
。

　

釈
尊
の
殺
害
を
図
り
、
教
団
を
分
裂
さ
せ
た
極
悪
人
の
提
婆

達
多
。
ま
た
世
間
か
ら
差
別
さ
れ
て
き
た
女
性
で
あ
り
、そ
の
上
、

畜
生
の
身
で
あ
る
竜
女
。
こ
の
二
人
は
当
時
の
常
識
か
ら
す
れ

ば
、
成
仏
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
存
在
で
し

ょ
う
。
そ
の
提
婆
と
竜
女
で
さ
え
も
成
仏
で
き
る
と
説
く
こ
と

は
、
こ
の
世
で
成
仏
で
き
な
い
存
在
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
（
21
）」と

応
じ
て
い
る
。

　

こ
こ
に
は
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
が
、
仏
教
本
来
の
平
等
思
想
を
徹

底
さ
せ
た
「
法
華
経
」
の
卓
越
性
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
さ
ら
に
展
開
し
て
、
性
善
説
で
も
性
悪
説
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で
も
な
い
十
界
互
具
の
立
場
か
ら
、
こ
の
問
題
に
論
及
す
る
。

す
な
わ
ち
、「
悪
も
ま
た
善
を
顕
す
働
き
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

悪
の
全
体
が
そ
の
ま
ま
善
に
な
り
ま
す
。
ま
さ
に
善
悪
不
二
で

す
。
し
か
し
、
自
然
の
ま
ま
に
放
置
し
て
い
て
、
悪
が
善
に
な

る
の
で
は
な
い
。
悪
と
戦
い
、
完
膚
な
き
ま
で
打
ち
勝
っ
て
、

は
じ
め
て
善
悪
不
二
と
な
る
の
で
す
」
と
し
、「
そ
の
意
味
で
、

提
婆
品
の『
悪
人
成
仏
』と
は
、
釈
尊
に
よ
る『
善
の
勝
利
』の
偉

大
な
証
明
で
す
。
勝
利
宣
言
で
す
。
そ
の
『
勝
者
』
の
境
涯
の
高

み
に
立
っ
て
は
じ
め
て
、
提
婆
が
過
去
の
善
知
識
で
あ
り
、
自

分
の
師
匠
で
あ
っ
て
、
今
世
で
自
分
の
化
導
を
助
け
て
く
れ
た

の
だ
と
言
え
る
の
で
す
。
…
…

　
『
生
命
の
真
実
』
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
提
婆
達
多
も
、

生
命
の
真
実
の
姿
に
お
い
て
は
、
善
悪
不
二
で
す
。
無
明
と
法

性
が
一
体
の
妙
法
の
当
体
で
す
。
釈
尊
が
師
と
し
た
過
去
世
の

提
婆
達
多
と
は
、
じ
つ
は
、
こ
の
妙
法
そ
の
も
の
だ
っ
た
と
言

え
る
の
で
す
。

　

…
…
釈
尊
も
根
源
の
妙
法
を
師
と
し
て
成
仏
し
ま
し
た
。
そ

の
こ
と
を
提
婆
品
で
は
、
釈
尊
が
過
去
世
に
阿
私
仙
人
を
師
匠

と
し
て
修
行
し
、
成
仏
し
た
と
い
う
表
現
で
示
し
た
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
…
…

　

悪
知
識
を
も
善
知
識
に
変
え
る
の
が
妙
法
の
力
で
あ
り
、
苦

悩
を
も
喜
び
に
変
え
、
追
い
風
に
変
え
る
の
が
信
心
の
一
念
の

力
で
す
。
提
婆
品
は
、
こ
の
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
す
。

　

日
蓮
大
聖
人
は
、『
釈
迦
如
来
の
御
た
め
に
は
提
婆
達
多
こ
そ

第
一
の
善
知
識
な
れ
、
今
の
世
間
を
見
る
に
人
を
よ
く
な成す
も

の
は
か方

人

た
う
ど
よ
り
も
強
敵
が
人
を
ば
・
よ
く
な
し
け
る
な
り
（
22
）』

│
釈
迦
如
来
の
御
た
め
に
は
、
提
婆
達
多
こ
そ
第
一
の
善
知

識
で
あ
る
。
今
の
世
間
を
見
る
と
、
人
を
立
派
に
し
て
い
く
も

の
は
、
味
方
よ
り
も
む
し
ろ
強
敵
が
人
を
立
派
に
し
て
い
く
の

で
す

│
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

成
仏
す
る
に
は
『
内
な
る
悪
』
に
勝
利
し
き
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
た
め
に
は
具
体
的
に
は
『
外
な
る
悪
』
と
戦
い
、
勝

た
ね
ば
な
ら
な
い
。
悪
と
戦
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
命
が
鍛
え

ら
れ
、
浄
め
ら
れ
、
成
仏
す
る
の
で
す
。
極
悪
と
戦
う
か
ら
、

極
善
に
な
る
の
で
す
。
自
分
の
生
命
を
鍛
え
、
成
仏
さ
せ
て
く

れ
る
と
い
う
本
質
論
か
ら
見
た
と
き
に
は
、
そ
の
極
悪
も
師
匠

と
さ
え
言
え
る
の
で
す
。

　

ゆ
え
に
ポ
イ
ン
ト
は
、
極
悪
の
提
婆
達
多
を
も
過
去
の
師
匠
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な
り
、
と
説
く
釈
尊
の
『
大
勝
利
の
境
涯
』
に
あ
り
ま
す
。
勝
っ

た
か
ら
こ
そ
、
そ
う
言
え
る
の
で
す
。
勝
っ
た
か
ら
こ
そ
仏
な

の
で
す
（
23
）」と

。

　

そ
し
て
、
対
談
者
が
、「
本
来
、
一
切
衆
生
の
誰
も
が
平
等
に

成
仏
で
き
る
、
と
い
う
の
が
法
華
経
全
体
の
心
で
す
か
ら
、
悪

人
で
あ
っ
た
提
婆
達
多
だ
け
を
成
仏
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
、

む
し
ろ
矛
盾
に
な
っ
て
し
ま
う
。
法
華
経
の
精
神
か
ら
す
れ
ば
、

提
婆
達
多
へ
の
授
記
は
必
然
で
あ
る
と
い
え
ま
す
」「
考
え
て
み

れ
ば
、
提
婆
達
多
と
同
じ
よ
う
な
悪
の
生
命
は
、
誰
の
中
に
も

あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
悪
を
具
し
て
い
る
者
が
成
仏
で
き
な
い

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
誰
も
成
仏
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
悪
人
の
成
仏
・
不
成
仏
は
悪
人
だ
け

の
問
題
で
は
な
い
。
じ
つ
は
一
切
衆
生
の
問
題
だ
っ
た
わ
け
で

す
。
こ
れ
は
前
に
二
乗
の
成
仏
の
と
こ
ろ
で
も
論
じ
た
と
こ

ろ
で
す
が
」
と
問
う
と
、
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
次
の
よ
う
に
応
じ
て

い
る
。

　
「
十
界
互
具
の
法
理
と
は
、
い
わ
ば
仏
の
中
に
も
悪
が
あ
り
、

悪
人
の
中
に
も
仏
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
端
的

に
示
し
た
の
が
提
婆
達
多
の
成
仏
で
す
。
だ
か
ら
提
婆
達
多
の

成
仏
が
説
か
れ
な
け
れ
ば
、
法
華
経
は
完
結
し
な
い
と
も
い
え

る
で
し
ょ
う
（
24
）」

　

こ
の
よ
う
に
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
提
婆
達
多
の
成
仏
を

通
し
て
、
善
悪
不
二
を
論
じ
、
悪
を
打
破
っ
て
こ
そ
善
が
現
わ

れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
次
元
は
異
な
る
が
、
こ
れ
は
個
人

に
お
け
る
闘
争
の
み
な
ら
ず
、
社
会
全
般
に
も
適
用
可
能
な
視

点
で
あ
ろ
う
。
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
現
代
社
会
に
「
悪
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
」が
充
満
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
善
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」を

高
め
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
提
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

４　

女
人
成
仏

│
提
婆
達
多
品
第
十
二

　

最
後
に
、「
法
華
経
」
に
お
け
る
「
女
人
成
仏
論
」
に
つ
い
て
一

瞥
し
て
み
よ
う
（
25
）。

大
乗
仏
教
が
成
立
し
た
時
代
に
は
、仏
教
も『
マ

ヌ
法
典
』
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
女
性
蔑
視
的
な
社
会
通
念
を
色

濃
く
反
映
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、「
女
人
五
障
説
」
の
立

場
か
ら
女
人
成
仏
が
強
く
否
定
さ
れ
た
こ
と
や
、
女
性
の
罪
業

が
強
調
さ
れ
た
こ
と
に
う
か
が
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
中
で
も
、
女
性
蔑
視
・
排
除
を
乗
り
越

え
よ
う
と
す
る
経
典
が
出
現
す
る
。
そ
の
代
表
が
、「
法
華
経
」
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の
「
提
婆
達
多
品
第
十
二
」
等
で
、
そ
こ
で
は
、
海
の
底
に
住
む

サ
ー
ガ
ラ
竜
王
の
八
歳
の
娘
で
あ
る
竜
女
が
悟
り
を
得
た
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
際
、
舎
利
弗
が
「
女
人
五
障
説
」
に
立
っ
て
そ
れ
に
疑
い

を
さ
し
は
さ
む
場
面
が
興
味
深
い
。

　

す
な
わ
ち
、「
汝
は
久
し
か
ら
ず
し
て
無
上
道
を
得
た
り
と
謂お
も

え
り
。
是
の
事
は
信
じ
難
し
。
所ゆ
え
ん以
は
何い
か

ん
、
女
身
は
垢く

え穢
に
し

て
、
是
れ
法
器
に
非
ず
。
云い

か何
ん
ぞ
能
く
無
上
菩
提
を
得
ん
。

仏
道
は
懸は
る

曠か

な
り
。
無
量
劫
を
逕へ

て
、
勤ご
ん

苦く

し
て
行
を
積
み
、

具
さ
に
諸
度
を
修
し
、
然
る
後
に
乃
ち
成
ず
。
又
た
女
人
の
身

に
は
猶
五
障
有
り
。
一
に
は
梵
天
王
と
作な
　

る
こ
と
を
得
ず
。
二

に
は
帝
釈
、
三
に
は
魔
王
、
四
に
は
転
輪
聖
王
、
五
に
は
仏
身

な
り
。云
何
ん
ぞ
女
身
は
速
や
か
に
成
仏
す
る
こ
と
を
得
ん
」（『
法

華
経
』四
〇
八
ペ
ー
ジ
）と
。

　

す
る
と
竜
女
は
、
ブ
ッ
ダ
に
宝
珠
を
献
上
し
、「
当
時
の
衆
会

は
、
皆
な
龍
女
の
忽
然
の
間
に
、
変
じ
て
男
子
と
成
っ
て
、
菩

薩
の
行
を
具
し
て
、
即
ち
南
方
の
無
垢
世
界
に
往
き
て
、
宝
蓮

華
に
坐
し
て
、
等
正
覚
を
成
じ
、
三
十
二
相
・
八
十
種
好
あ
っ
て
、

普
く
十
方
の
一
切
衆
生
の
為
め
に
、
妙
法
を
演
説
す
る
を
見
る
」

（『
法
華
経
』四
〇
九
ペ
ー
ジ
）と
。
光
明
で
十
方
を
照
ら
し
て
教
え
を

説
く
姿
に
、
舎
利
弗
を
は
じ
め
と
す
る
一
同
の
人
々
が
納
得
し

た
と
い
う
。

　

こ
う
し
て
、諸
経
典
に
お
い
て
忌
避
さ
れ
、資
格
を
剥
奪
さ
れ
、

成
仏
を
拒
否
さ
れ
て
い
た
女
性
が
、
成
仏
の
道
を
示
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
画
期
的
な
こ
と
で
あ
り
、
女
人
成
仏
と
い
う

と『
法
華
経
』が
真
っ
先
に
あ
げ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　

Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、『
法
華
経
の
智
慧
』
に
お
い
て
、『
法
華
経
』

に
お
け
る
竜
女
の
成
仏
に
つ
い
て
く
わ
し
く
論
じ
て
い
る
。
ま

ず
端
的
に
、「
提
婆
達
多
品
の
竜
女
の
話
は
、
…
…
女
性
を
差
別

す
る
思
想
に
対
し
て
、実
証
を
も
っ
て
、そ
れ
を
打
ち
破
っ
た『
大

い
な
る
人
権
宣
言
』な
の
で
す
（
26
）」と

述
べ
、
具
体
的
に
は
、
日
蓮
と

同
じ
く
、
一
念
三
千
の
法
理
に
の
っ
と
っ
て
、
竜
女
の
成
仏
に

つ
い
て
解
説
を
加
え
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
だ
れ
も
が
『
性
得
の
宝
珠
（
仏
性
）』
を
も
っ
て
い

る
。
一
切
衆
生
が
平
等
に
『
宝
珠
』
を
生
命
に
も
っ
て
い
る
の
で

す
。
そ
う
見
る
の
が
十
界
互
具
で
あ
り
、
一
念
三
千
で
あ
り
、

法
華
経
で
す
。
十
界
の
中
に
は
畜
生
界
も
あ
る
。
竜
女
は
畜
身

で
す
が
、当
然
、畜
生
界
に
も
仏
界
が
具
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
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差
別
観
に
と
ら
わ
れ
た
目
に
は
、
そ
れ
が
見
え
な
い
。
生
き
と

し
生
け
る
も
の
に
仏
界
を
観
る
法
華
経
で
す
。
女
性
へ
の
差
別

な
ど
、
微
塵
も
あ
り
よ
う
が
な
い
。
女
性
は
成
仏
で
き
な
い
な

ど
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
念
三
千
で
は
あ
り
え
な
い
。
一

念
三
千
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
自
分
自
身
の
成
仏
も
な
い
。
ゆ

え
に
、
竜
女
の
成
仏
は
、
全
女
性
の
成
仏
を
表
す
だ
け
で
な
く
、

じ
つ
は
男
性
の
成
仏
を
も
表
し
て
い
る
の
で
す
（
27
）」と

。

　

さ
ら
に
、「
本
来
、
仏
教
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
、
ひ

と
つ
の
黄
金
の
大
生
命
の
個
々
の
現
れ
と
観
る
。
そ
れ
が
釈
尊

の
悟
り
で
す
。
そ
れ
を『
縁
起
』と
も
言
い
、『
空
』と
も
言
い
、『
妙

法
』
と
も
言
う
の
で
す
。
そ
の
悟
り
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
男
女
間

の
上
下
の
差
別
な
ど
、
あ
り
え
な
い
（
28
）」と

指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
竜
女
成
仏
に
つ
い
て
の
結
論
と
し
て
、「
女
性
だ
か

ら
女
性
の
苦
し
み
が
わ
か
り
、
女
性
を
救
っ
て
い
け
る
。
女
性

と
し
て
苦
し
ん
だ
分
だ
け
、
人
を
幸
福
に
で
き
る
力
と
な
る
。

そ
れ
が
妙
法
の
力
で
す
。
ま
た
、
そ
れ
が
竜
女
成
仏
で
す
。
畜

身
で
女
性
で
年
少
で

│
一
番
、
低
く
見
ら
れ
て
い
た
竜
女
が

一
番
早
く『
即
身
成
仏
』し
た
。そ
こ
に
意
味
が
あ
る
。と
も
あ
れ
、

し
い
た
げ
ら
れ
た
差
別
社
会
の
な
か
で
、
竜
女
成
仏
は
万
感
の

思
い
を
込
め
た
『
人
権
宣
言
』
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

…
…
法
華
経
に
基
づ
く
『
女
性
の
人
権
宣
言
』
は
、
一
人
一
人
が

だ
れ
よ
り
も
幸
福
に
な
る
こ
と
が
根
本
で
す
。
一
人
の
犠
牲
も

な
く
、
一
人
一
人
が
竜
女
の
ご
と
く
、
生
死
海
の
大
海
の
な
か

で
『
苦
の
衆
生
』
を
救
い
な
が
ら
、
自
他
と
も
に
絶
対
の
幸
福
境

涯
の
航
海
を
し
て
い
く
の
で
す
。
女
性
は
幸
福
に
な
っ
て
も
ら

い
た
い
。
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
法
華
経
の
心
で
す
（
29
）」

と

結
ん
で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
思
想
の
中
に
男
女
平
等
思
想
を
見
出
す

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
折
に
ふ
れ
て
女
性
た
ち
に
呼
び
か
け
、

人
間
と
し
て
の
自
立
と
自
己
実
現
を
促
す
と
と
も
に
、
地
域
へ
、

社
会
へ
の
貢
献
を
促
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
期
待
を
受
け
た
多
く
の
女
性
た
ち
が
、
女
性
ゆ
え

に
受
け
る
差
別
や
不
公
平
な
状
況
に
果
敢
に
挑
戦
し
、
人
間
と

し
て
悠
然
と
自
己
実
現
と
社
会
貢
献
の
道
を
歩
ん
で
い
る
こ
と

は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

５　

お
わ
り
に

　

日
蓮
は
、「
法
華
経
」
に
お
け
る
平
等
思
想
に
着
目
し
、
次
の
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よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
権
教
は
不
平
等
の
経
な
り
、
法
華
経
は
平
等
の
経
な
り
。
今

日
蓮
等
の
類
い
は
真
実
自
証
無
上
道
・
大
乗
平
等
法
の
行
者
な

り
、
所
謂
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
大
乗
平
等
法
の
広
宣
流
布
の

時
な
り
（
30
）」、「

凡
お
よ
そ

此
の
経
は
悪
人
・
女
人
・
二
乗
・
闡せ
ん
だ
い提
を
簡え
ら

ば

ず
故
に
皆
成
仏
道
と
も
云
ひ
又
平
等
大
慧
と
も
云
う
、
善
悪
不

二
・
邪
正
一
如
と
聞
く
処
に
や
が
て
内
証
成
仏
す
故
に
即
身
成

仏
と
申
し
一
生
に
証
得
す
る
が
故
に
一
生
妙
覚
と
云
ふ
、
義
を

知
ら
ざ
る
人
な
れ
ど
も
唱
ふ
れ
ば
唯
仏
と
仏
と
悦
び
給
ふ
（
31
）」と

。

　

ま
た
、「
法
華
経
を
持
つ
男
女
の
・
す
が
た
よ
り
外
に
は
宝
塔

な
き
な
り
、
若
し
然
れ
ば
貴
賎
上
下
を
え
ら
ば
ず
南
無
妙
法
蓮

華
経
と
・
と
な
う
る
も
の
は
我
が
身
宝
塔
に
し
て
我
が
身
又
多

宝
如
来
な
り
（
32
）」。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
は
、「
法
華
経
」
に
も
と
づ
き
、
一
切
衆

生
は
等
し
く
妙
法
の
当
体
で
あ
り
、
男
女
、
貴
賎
の
区
別
な
く

成
仏
で
き
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
二
乗
で
あ
れ
、
悪
人
で
あ
れ
、

女
性
で
あ
れ
、
ど
ん
な
立
場
に
あ
れ
、「
法
華
経
の
行
者
」
で
あ

れ
ば
平
等
に
成
仏
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。「
法
華
経
」
は
、

差
別
さ
れ
る
存
在
す
べ
て
に
対
す
る
救
い
の
経
典
で
あ
る
と
理

解
し
た
の
で
あ
る
。

　

現
代
社
会
に
お
い
て
創
立
さ
れ
、
発
展
し
て
き
た
Ｓ
Ｇ
Ｉ
は
、

ブ
ッ
ダ
、「
法
華
経
」、
日
蓮
に
み
ら
れ
る
「
平
等
思
想
」
を
基
盤

と
し
、
人
種
、
民
族
、
性
別
、
職
業
、
出
自
な
ど
の
属
性
に
と

ら
わ
れ
ず
、
多
様
な
人
々
を
主
体
者
と
し
て
活
動
を
展
開
し
て

き
た
。「
桜
梅
桃
李
」
の
理
念
の
ご
と
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が

各
々
の
「
仏
性
」
を
顕
現
し
、
自
分
ら
し
く
、
自
己
実
現
と
社
会

貢
献
の
活
動
に
邁
進
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
は
、
そ
の
著
作
や
ス
ピ
ー
チ
に
お
い
て
、

繰
り
返
し
仏
典
や
日
蓮
の
遺
文
に
言
及
し
、
仏
教
が
本
来
、
平

等
思
想
に
立
っ
て
い
る
と
と
ら
え
、
そ
れ
ら
か
ら
深
い
洞
察
と

指
針
を
汲
み
出
し
、
現
代
的
に
展
開
あ
る
い
は
再
解
釈
し
、
社

会
に
発
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、『
法
華
経
の
智
慧
』
か
ら
の
言
葉
を
引
用
し
て
結
語

と
し
た
い
。

　
「
す
べ
て
の
民
衆
を
救
う
た
め
に
説
か
れ
た
仏
法
で
す
。
女
性

と
男
性
に
差
別
は
な
い
。
出
家
と
在
家
の
違
い
、
人
種
、
学
歴
、

あ
る
い
は
権
力
、
経
済
力
な
ど
、
ど
ん
な
社
会
的
立
場
も
関
係

な
い
。
当
然
の
こ
と
で
す
。
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仏
法
は
、
だ
れ
の
た
め
に
説
か
れ
た
か

│
む
し
ろ
差
別
さ

れ
、
虐
げ
ら
れ
、〝
最
も
苦
し
ん
だ
〞
人
々
を
こ
そ
、〝
最
も
幸
福

に
〞
輝
か
せ
て
い
く
。
そ
れ
が
仏
法
の
力
で
あ
り
、
法
華
経
の
智

慧
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
33
）」

　
「
仏
と
は
自
ら
の
生
命
の
真
実
を
悟
っ
た
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
生
命
の
真
実
を
悟
っ
た
こ

と
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
仏
の
智
慧
で
あ
り
、
法
華
経
の
智
慧

で
す
。

　

そ
の
意
味
で
、
法
華
経
が
だ
れ
の
た
め
に
説
か
れ
た
の
か
と

い
え
ば
、『
す
べ
て
の
人
間
の
た
め
』
で
あ
り
、
そ
の
『
自
立
』
の

た
め
で
す
。
そ
こ
に
は
当
然
、
僧
俗
、
男
女
、
貧
富
、
貴
賤
、

老
若
等
、
い
か
な
る
差
別
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ
と
え
に
『
人
間
の

た
め
』『
民
衆
の
た
め
』で
す
（
34
）」

　
「
だ
れ
も
が
等
し
く
、
成
仏
の
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
。
だ
れ

も
が
必
ず
、
絶
対
の
幸
福
境
涯
を
満
喫
し
て
い
け
る

│
こ
れ

が
法
華
経
の
教
え
な
の
で
す
（
35
）」

　

仏
教
史
を
貫
く
平
等
思
想
を
、
現
代
に
生
き
る
人
々
に
ふ
さ

わ
し
い
形
で
再
解
釈
し
、展
開
し
、さ
ら
に
行
動
に
移
し
て
い
る
、

い
わ
ば
『
法
華
経
』
を
現
代
に
よ
み
が
え
ら
せ
て
い
る
の
が
Ｓ
Ｇ

Ｉ
会
長
の
思
想
と
活
動
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

注（
１
） 

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば　

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
岩
波
文

庫
、
一
三
五
ペ
ー
ジ
。

（
２
）　
同
書
、
一
四
〇
ペ
ー
ジ
。

（
３
）中
村
元
訳『
ブ
ッ
ダ　

神
々
と
の
対
話　

サ
ン
ユ
ッ
タ
ニ
カ
ー
ヤ

Ⅰ
』一
│
五
│
六
、
岩
波
文
庫
、
七
四
ペ
ー
ジ
。

（
４
）  

菅
野
博
史『
法
華
経
入
門
』岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
四
六
ペ

ー
ジ
。

（
５
）
久
保
田
正
文
氏
は
、「
二
乗
根
性
」
を
め
ぐ
り
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。「
こ
の
声
聞
と
縁
覚
と
の
心
の
持
ち
方
は
、
二
乗

根
性
と
い
わ
れ
て
、
法
華
経
に
お
い
て
は
、
望
ま
し
く
な
い
人

間
類
型
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

こ
の
よ
う
な
人
々
は
、
仏
の
本
当
の
心
持
ち
を
会
得
し
て
い
な

い
か
ら
、
人
間
の
世
の
中
は
汚
れ
た
所
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
仏
の
浄
土
と
い
う
所
は
、
人
間
の
現
実
世
界
す

な
わ
ち
娑
婆
と
は
、
別
の
所
に
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
こ

の
人
間
の
現
実
世
界
は
厭
う
べ
き
所
で
あ
る
か
ら
、
自
分
だ
け

は
こ
の
苦
し
い
世
を
捨
て
て
、
願
わ
し
き
浄
土
へ
行
こ
う
と
思

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
る
こ
と
が
人
間
と
し
て
の
無
上
の

幸
福
で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
教
え
て
い
る
の
が
仏
教
で
あ
る

と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
　

と
こ
ろ
が
、
法
華
経
に
よ
る
と
、
こ
の
世
の
中
が
苦
し
い
か
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ら
と
言
っ
て
、
自
分
だ
け
よ
い
所
へ
行
き
た
い
な
ど
と
い
う
心

を
持
っ
て
い
る
間
は
、
真
の
幸
福
は
得
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
…
…
肉
体
の
規
制
を
受
け
て
い
る
人
間
が
、
そ
の
ま
ま

で
悟
り
に
向
か
い
、
涅
槃
と
い
う
最
上
の
幸
福
に
入
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
言
葉
を
か
え
て
言
え
ば
、
迷
い
と
か
煩
悩

と
か
呼
ば
れ
る
人
間
現
象
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
、
菩
提
と
か

涅
槃
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

で
こ
そ
我
々
凡
夫
も
、
仏
と
な
る
理
想
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
教
え
る
の
が
、
仏
が
こ
の
世
に
出

現
し
た
た
だ
一
つ
の
目
的
で
あ
る
と
説
く
の
が
法
華
経
の
根
本

精
神
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」。
久
保
田
正
文
「
法
華
経
の
課
題
」、

久
保
田
編『
法
華
経
入
門
』日
新
出
版
、
一
九
六
六
年
、
一
五
三

ペ
ー
ジ
。

（
６
）　
菅
野
博
史
、
前
掲
書
、
四
六
〜
四
七
ペ
ー
ジ
。

（
７
）　
平
川
彰
・
望
月
良
晃『
法
華
経
を
読
み
と
く
』上
、
春
秋
社
、
二

〇
〇
〇
年
、
四
〜
五
ペ
ー
ジ
。

（
８
）　
池
田
大
作
・
斎
藤
克
司
・
遠
藤
孝
紀
・
須
田
晴
夫
『
法
華
経
の

智
慧
』
第
一
巻
、
聖
教
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
、
一
四
六
〜
八

ペ
ー
ジ
。

（
９
）　
同
書
、
一
七
六
ペ
ー
ジ
。

（
10
）　
同
書
、
一
七
九
〜
八
〇
ペ
ー
ジ
。

（
11
）　
同
書
、
一
九
〇
〜
一
ペ
ー
ジ
。

（
12
）　
同
書
、
一
九
三
ペ
ー
ジ
。

（
13
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』創
価
学
会
、
五
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
14
）　
同
書
、
四
〇
一
ペ
ー
ジ
。

（
15
）　
同
書
、
八
一
六
ペ
ー
ジ
。

（
16
）　
前
掲『
法
華
経
の
智
慧
』第
一
巻
、
一
八
七
〜
八
ペ
ー
ジ
。

（
17
）
こ
こ
で
の
提
婆
達
多
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
仏
教
哲
学
大
辞
典

編
纂
委
員
会
編
『
仏
教
哲
学
大
辞
典
』（
新
版
）、
創
価
学
会
、

二
〇
〇
〇
年
、
に
よ
る
。

（
18
）　
平
川
彰
・
望
月
良
晃
、
前
掲
書
、
二
三
三
│
四
ペ
ー
ジ
。

（
19
）　
菅
野
博
史
、
前
掲
書
、
一
五
二
〜
三
ペ
ー
ジ
。

（
20
）
池
田
大
作
他
『
法
華
経
の
智
慧
』
第
三
巻
、
聖
教
新
聞
社
、
一
九

九
七
年
、
八
三
ペ
ー
ジ
。

（
21
）　
同
書
、
八
四
ペ
ー
ジ
。

（
22
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』創
価
学
会
、
九
一
七
ペ
ー
ジ
。

（
23
）　
前
掲『
法
華
経
の
智
慧
』第
三
巻
、
一
〇
一
〜
四
ペ
ー
ジ
。

（
24
）　
同
書
、
一
〇
六
ペ
ー
ジ
。

（
25
）　
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
で
論
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。

「
仏
教
史
に
お
け
る
女
性
の
問
題

│
日
蓮
の
女
人
成
仏
論
を

中
心
に
」『
東
洋
学
術
研
究
』第
四
一
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
二
年
、

同
「
二
十
一
世
紀
は
女
性
の
時
代

│
仏
教
と
女
性
」『
東
洋
学

術
研
究
』
第
四
三
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
四
年
、
な
ど
を
参
照
の

こ
と
。

（
26
）　
前
掲『
法
華
経
の
智
慧
』第
三
巻
、
一
一
四
ペ
ー
ジ
。

（
27
）　
同
書
、
一
二
一
〜
二
ペ
ー
ジ
。

（
28
）　
同
書
、
一
二
九
ペ
ー
ジ
。

（
29
）　
同
書
、
一
五
四
〜
五
ペ
ー
ジ
。

（
30
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』創
価
学
会
、
八
一
六
ペ
ー
ジ
。

（
31
）　
同
書
、
四
一
六
ペ
ー
ジ
。
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（
32
）　
同
書
、
一
三
〇
四
ペ
ー
ジ
。

（
33
）　
前
掲『
法
華
経
の
智
慧
』第
一
巻
、
六
〇
ペ
ー
ジ
。

（
34
）　
同
書
、
六
四
ペ
ー
ジ
。

（
35
）　
同
書
、
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
く
り
は
ら　

と
し
え
／
東
洋
哲
学
研
究
所
主
任
研
究
員
）


