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『
法
華
経
』
は
「
万
人
の
た
め
の
価
値
」
を
説
く

ロ
ケ
ッ
シ
ュ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ

　

 

※
本
稿
は
、
２
０
１
４
年
２
～
５
月
、
マ
レ
ー
シ
ア
で
開
催
さ
れ

た
「
法
華
経

─
平
和
と
共
生
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
展
の
開
幕
式

（
２
月
16
日
）
で
の
記
念
講
演
で
す
。
同
展
の
開
催
は
日
本
を

含
め
て
11
カ
国
・
地
域
目
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
圏
で
は

初
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
（
会
場
：
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
の
マ

レ
ー
シ
ア
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
。
主
催
：
東
洋
哲
学
研
究
所
、

マ
レ
ー
シ
ア
創
価
学
会
）。

「
一
乗
」
の
法
と
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学

　
『
法
華
経
』
は
、
一
乗
（Ekayā na

）
を
説
く
最
高
の
聖
典
で
あ

り
ま
す
。『
法
華
経
』
は
、
一
切
衆
生
が
菩
提
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
、
つ
ま
り
成
仏
で
き
る
と
説
い
た
仏
の
究
極
の
教
え
で
あ

り
ま
す
。

　

そ
れ
以
前
の
三
乗
〔
声
聞
乗
・
縁
覚
乗
・
菩
薩
乗
〕
と
い
う
河
は
、

一
乗
の
大
海
（
一
乗
海
）
へ
と
流
れ
入
る
の
で
す
。
こ
の
概
念
は
、

『
法
華
経
』
に
お
い
て
「
三
車
火
宅
の
譬
え
」
と
し
て
描
か
れ
て

い
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
が
燃
え
盛
る
邸
宅
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、

父
で
あ
る
長
者
は
、
子
ど
も
た
ち
が
欲
し
が
っ
て
い
た
様
々
な

車
〔
羊
車
・
鹿
車
・
牛
車
／
三
乗
の
譬
え
〕
を
与
え
る
約
束
を
し
て

マ
レ
ー
シ
ア
で
の
「
法
華
経

─
平
和
と
共
生
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
展
よ
り
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救
い
出
し
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
が
助
か
る
と
、
長
者
は
彼
ら

に
も
っ
と
壮
大
な
車
〔
大
白
牛
車
／
一
乗
の
譬
え
〕
を
与
え
ま
し
た
。

『
法
華
経
』
の
第
二
章
・
方
便
品
で
は
「
如
来
は
但た

だ
一
仏
乗
を

以
て
の
故
に
、
衆
生
の
為た

め
に
法
を
説
き
た
ま
う
…
…
一
切
十

方
の
諸
仏
の
法
も
亦ま

た
是か
く

の
如
しあ
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
教
え
は
「
価
値
の
普
遍
性
」
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
人
々
の

た
め
の
価
値
を
宣
言
し
た
も
の
で
す
。

　

著
名
な
中
国
の
巡
礼
者
で
あ
る
哲
学
者
・
玄
奘
〔
６
０
２
-
６

６
４
年
〕
は
、〔
グ
プ
タ
朝
の
〕
シ
ャ
ク
ラ
ー
デ
ィ
テ
ィ
ャ

（Ś akrā dityat

）
王
（
ク
マ
ー
ラ
グ
プ
タ
Ｉ
世
／
在
位
４
１
４
-
４
５
５

年
頃
）
が
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
を
一
乗
へ
の
信
仰
に
よ
っ
て
設
立

し
た
と
言
っ
て
い
ま
すい
。『
法
華
経
』
の
経
題
に
あ
る
「
蓮
華
」

の
語
は
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
地
に
一
面
に
咲
き
誇
る
蓮
に
当
て
は

ま
り
ま
す
。
義
浄
〔
６
３
５
-
７
１
３
年
〕
は
、
玄
奘
の
こ
の
記

述
を
追
認
す
る
と
と
も
に
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
を
越
え
た
ウ
ッ

タ
ラ
パ
タ
（U

ttarapatha

／
北
イ
ン
ド
）
の
地
の
僧
ラ
ー
ジ
ャ
ヴ
ァ

ン
シ
ャ
（R

ajavam
sha

）
が
、
釈
尊
の
二
大
弟
子
の
ひ
と
り
舎
利

弗
の
生
誕
地
・
ナ
ー
ラ
ン
ダ
に
僧
院
を
建
設
す
る
こ
と
を
ク

マ
ー
ラ
グ
プ
タ
一
世
に
要
請
し
た
と
付
け
加
え
て
い
ま
すう
。

　

こ
の
ラ
ー
ジ
ャ
ヴ
ァ
ン
シ
ャ
の
要
請
に
は
、
歴
史
的
に
見
て

も
根
拠
が
あ
り
ま
す
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
な
ら
び
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
よ

り
北
の
地
方
の
僧
院
や
仏
塔
は
、〔
遊
牧
民
族
の
〕
エ
フ
タ
ル
族

（H
una

えs

）
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
仏
教
修
学

の
拠
点
の
建
設
が
緊
急
に
必
要
と
な
っ
た
の
で
す
。
グ
プ
タ
朝

の
王
た
ち
は
、
絶
え
間
な
く
エ
フ
タ
ル
族
と
交
戦
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
地
域
の
僧
た
ち
は
、
グ
プ
タ
朝
の
王
た
ち
の
忠
実
な

協
力
者
で
あ
り
、
王
国
が
よ
り
繁
栄
す
る
の
に
必
要
な
平
和
に

と
っ
て
不
可
欠
の
人
々
だ
っ
た
の
で
す
。
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
は
、

『
法
華
経
』〔
一
乗
〕
を
具
象
化
し
た
も
の
な
の
で
す
。

　
〔
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
〕
ナ
ー
リ
ー
カ
（N

alika

）
は
蓮
華
を
意
味

し
、
ナ
ー
ラ
（N

ala

）
は
蓮
の
茎
を
意
味
し
ま
す
。
蓮
は
、
宇
宙

で
あ
り
ま
す
。〝
天
空
に
お
け
る
蓮
〟
は
、
太
陽
も
し
く
は
梵
天

で
あ
り
ま
す
。
太
陽
の
ご
と
く
黄
金
に
輝
く
人
間
は
、
蓮
の
よ

う
な
心
を
も
っ
て
い
ま
す
。『
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
』
に
お

い
て
、
蓮
は
清
浄
の
表
象
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。『
法
華

経
』
は
、
そ
の
経
題
そ
の
も
の
で
蓮
華
を
賛
嘆
し
て
い
る
、
他

に
並
び
な
き
経
典
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
（N

ichiren D
aishonin

）
が

こ
の
経
の
題
目
へ
の
礼
拝
を
選
択
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
聖
人
の
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無
限
の
「
蓮
華
智
」
に
よ
る
も
の
で
す
。

　
『
法
華
経
』
は
、
将
来
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学お
の
創
立
精
神
と
な

る
べ
き
唯
一
の
特
権
を
担
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
大
学
は
多

く
の
国
々
を
仏
教
の
光
で
照
ら
す
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ

れ
ま
で
も
『
法
華
経
』
は
ナ
ー
ラ
ン
ダ
で
、
お
び
た
だ
し
い
仏

教
の
体
系
を
生
み
出
す
力
と
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

〝
内
な
る
光
〟
を
輝
か
せ
る
経
典

　

そ
し
て
日
蓮
大
聖
人
は
、
こ
の
経
典
を
引
き
金
に
し
て
、
新

た
な
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
解
放
さ
せ
ま
し
た
。
そ
し
て
今
な

お
、「
法
の
甘
露
」
を
味
わ
え
る
よ
う
に
私
た
ち
の
心
を
呼
び
醒

ま
し
続
け
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。「
法
の
甘
露
」
を
味
わ
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
〝
静
穏
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
温
か

み
の
あ
る
生
命
境
涯
〟
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
確
固

た
る
根
拠
を
も
っ
て
周
囲
の
人
々
や
自
然
環
境
へ
の
慈
愛
の
献

身
が
で
き
ま
す
。
そ
う
し
た
献
身
が
世
界
の
平
和
を
確
か
な
も

の
に
す
る
の
で
す
。

　
『
法
華
経
』は
、精
神
的
空
虚
を
埋
め
よ
う
と
し
て
、人
生
の
方

向
性
と
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
近
代
精
神
の
探
求
そ
の
も
の

「法華経─平和と共生のメッセージ」展（マレーシア展）を観賞するロケッシュ・チ
ャンドラ博士（中央）。画面右上は「アショーカ大王のブッダガヤー訪問」を描いたイ
ンド・サーンチーの大塔西門のレリーフ（レプリカ）
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『法華経』は「万人のための価値」を説く

〔
に
応
え
る
も
の
〕
で
あ
り
ま
す
。
経
済
成
長
へ
の
偏
執
は
、
と
ど

め
よ
う
も
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
熱
狂
が
通
り

過
ぎ
た
後
に
は
、
何
か
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
が
、

光
を
求
め
て
前
進
す
る
時
、
池
田
大
作
博
士
の
言
葉
が
、
心
に

浮
か
び
ま
す
。

　
　
　
「
心
の　

暗
雲
を
は
ら
わ
ん
と

　
　
　

嵐
に
動
か
ぬ
大
樹
を
求
め
て

　
　
　

わ
れ　

地
よ
り
湧
き
出
で
ん
と
す
る
かか
」

　

池
田
博
士
は
、
一
切
衆
生
の
内
奥
深
く
に
存
在
す
る
智
慧
に

つ
い
て
、
ヘ
ッ
セ
の
言
葉
を
用
い
て
、
よ
り
具
体
的
に
表
現
し

て
い
ま
すき
。

　
　
　
「
君
が
求
め
て
い
る
光
は

　
　
　

君
自
身
の
中
に
宿
っ
て
い
る
の
だ
」

　
『
法
華
経
』
は
、
私
た
ち
の
こ
の
〝
内
な
る
光
〟
を
教
え
る
哲

学
の
真
髄
で
あ
り
ま
す
。

　

池
田
博
士
は
、
戸
田
城
聖
氏
が
一
九
四
四
年
に
牢
獄
で
『
法

華
経
』
を
繰
り
返
し
読
ん
だ
体
験
を
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。
難

解
な
一
節
に
思
索
を
巡
ら
せ
な
が
ら
、
戸
田
氏
は
「
仏
と
は
生

命
で
あ
る
」
と
覚
知
し
た
の
で
す
。
戸
田
氏
は
、
全
生
命
を
か

け
て
『
法
華
経
』
を
身
読
さ
れ
た
の
で
す
。
戸
田
氏
は
、
仏
と

は
生
命
そ
の
も
の
で
あ
り
、
仏
教
は
最
も
深
遠
な
精
神
的
実
在

を
体
現
し
て
お
り
、
一
切
衆
生
に
と
っ
て
限
り
な
い
意
味
を
も

っ
て
い
る
と
悟
ら
れ
た
の
で
す
。

生
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
開
く
」
経
典

　

全
て
の
人
間
は
、
生
命
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
生
命
は
、

物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
常
に
外
界
か
ら
取
り
入
れ
て
は
代
謝
し

て
い
る
《
開
か
れ
た
》
存
在
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
、
妙
法
の

「
妙
」
に
は
三
義
、
つ
ま
り 

①
開
く
義 

②
具
足
・
円
満
の

義 

③
蘇
生
の
義
の
三
つ
の
意
義
が
あ
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま

すく。『
法
華
経
』は
、完
全
に《
開
か
れ
た
》経
典
な
の
で
す
。戸
田

氏
は
、
池
田
博
士
に
、
困
難
に
直
面
し
た
時
に
こ
そ
、
気
高
い

精
神
へ
と
自
己
を
高
め
て
い
け
る
と
語
ら
れ
ま
し
た
。
日
蓮
大

聖
人
は
、
佐
渡
流
罪
と
い
う
生
涯
で
最
も
厳
し
き
状
況
に
あ
っ

て
、『
法
華
経
』が
内
奥
の
生
命
の
境
涯
を
転
換
す
る
こ
と
、そ
し

て「
心
」と「
仏
」と「
凡
夫
」と
の
間
に
は
違
い〔
差
別
〕が
な
い
こ

と
を
体
得
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
、
生
き
る
た
め
の
力
強
い

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
生
み
出
す
確
か
な
方
途
が
あ
る
の
で
す
。
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宇
宙
は
生
命
と
一
体
で
あ
り
、
生
命
は
宇
宙
と
一
体
で
あ
り

ま
す
。
生
命
が
蘇
生
す
る
と
き
、
そ
の
生
命
力
は
、
精
神
性
を

周
囲
に
大
き
く
放
射
さ
せ
る
と
と
も
に
、
社
会
の
物
質
面
の
在

り
方
に
は
抑
制
を
も
た
ら
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
戸
田
氏
は
、
非

物
質
的
な
理
法
へ
の
畏
敬
の
念
を
抱
き
な
が
ら
、「
生
命
の
世
紀
」

へ
の
扉
を
開
き
ま
し
た
。
氏
は
、
創
価
学
会
の
実
践
者
と
し
て
、

両
眼
に
挑
戦
と
不
惜
身
命
の
光
を
燃
や
し
つ
つ
、
題
目
を
唱
え

て
い
っ
た
の
で
す
。

　

清
浄
な
心
を
も
っ
た
創
価
学
会
の
女
性
は
、〔
釈
尊
当
時
の
〕
女

性
の
出
家
修
行
者
の
僧
団
出
現
を
継
ぐ
も
の
で
す
。『
法
華
経
』

で
は
頻
繁
に
「
善
男
子
・
善
女
人
」
と
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
女
性
に
と
っ
て
の
平
等
性
を
示
し
て
い
ま
す
。『
法
華

経
』
は
全
民
衆
に
開
か
れ
た
経
典
で
あ
り
、
全
民
衆
の
真
の
幸

福
と
平
和
の
た
め
に
説
か
れ
た
経
典
な
の
で
す
。『
法
華
経
』
を

創
造
的
に
漢
訳
し
た
鳩
摩
羅
什
は
、『
法
華
経
』
は
「
大
い
に
衆

生
を
益
し
、
平
和
と
幸
福
を
衆
生
に
も
た
ら
す
」〔
饒
に
ょ
う

益や
く

す
る
所

多
く
、
衆
生
を
安
楽
な
ら
し
め
た
ま
うけ
〕
と
述
べ
て
い
ま
す
。
創
価

学
会
の
会
員
は
、
世
俗
社
会
で
生
活
を
送
る
あ
ら
ゆ
る
階
層
の

人
々
の
集
ま
り
で
す
が
、
そ
れ
で
い
て
全
責
任
を
担
う
人
々
な

の
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
「
法
華
を
識し

る
者
は
世
法
を
得う

可
き

かこ」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

日
蓮
大
聖
人
は
「
色
心
の
二
法
を
妙
法
と
開
悟
す
る
を
歓
喜

踊ゆ

躍や
く

と
説
く
な
りさ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
舎
利
弗
は
、「
三
乗
」

の
法
は
方
便
で
あ
り
「
一
仏
乗
」
こ
そ
が
仏
の
本
意
で
あ
る
と

わ
か
っ
た
と
き
、
そ
の
歓
喜
が
体
に
あ
ふ
れ
て
踊
り
出
し
た
の

で
す
。

　

火
宅
に
い
る
子
ど
も
た
ち
を
誘
い
だ
す
た
め
に
牛
車
な
ど
が

用
意
さ
れ
ま
し
た
。
火
宅
と
は
世
が
苦
悩
に
満
ち
て
い
る
こ
と

を
譬
え
た
も
の
で
あ
り
、
大
白
牛
車
は
素
晴
ら
し
き
「
妙
法
」（
ダ

ル
マ
）
を
譬
え
て
い
ま
す
。『
法
華
経
』の
智
慧
は
、私
た
ち
を
無

比
の
幸
福
へ
と
導
く
の
で
す
。
こ
の
壮
大
な
車
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
価
値
の
世
界
を
ゆ
っ
く
り
と
巡
り
歩
き
な
が
ら
、
そ
の
最
も

危
険
な
山
頂
を
も
乗
り
越
え
て
先
へ
進
み
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人

は
、
鳩
摩
羅
什
が
漢
訳
す
る
に
際
し
て
、
大
白
牛
車
に
つ
い
て

の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の『
法
華
経
』の
記
述
を
簡
略
化
し
た
こ

と
、梵
本
で
は
車
の
壮
麗
さ
が
詳
し
く
描
か
れ
、
車
の
中
に
は
六

万
九
千
三
百
八
十
余
り
の
仏
・
菩
薩
が
蓮
華
座
の
上
に
坐
し
て

乗
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
に
言
及
し
て
お
ら
れ
ま
すし
。〔『
法
華
経
』
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『法華経』は「万人のための価値」を説く

の
〕
漢
訳
は
六
万
九
千
三
百
八
十
の
文
字
か
ら
成
っ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
、『
法
華
経
』
の
一
文
字
一
文
字
が
仏
で
あ
ら
れ
る

の
で
す
。

　

こ
の
火
宅
の
譬
喩
を
使
っ
て
、
釈
尊
は
、
惑
い
の
衆
生
を
目

覚
め
さ
せ
、
燃
え
盛
る
輪
廻
の
苦
し
み
を
自
覚
さ
せ
る
と
と
も

に
、『
法
華
経
』
の
壮
麗
な
描
写
に
よ
っ
て
彼
ら
の
人
生
を
明
る

く
元
気
づ
け
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
す
。
世
親
〔
４
０
０
頃
-
４
５

０
年
頃
〕
は
、
こ
の
譬
喩
は
三
界
の
火
宅
の
中
に
幸
福
を
求
め
る

愚
か
さ
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
と
述
べ
て
い
ま
すす
。

「
信
」
に
よ
っ
て
「
智
慧
」
を
開
く
経
典

　

池
田
博
士
は
「
仏
の
巧
み
な
譬
え
を
聞
い
て
、『
あ
あ
、
よ
く

分
か
っ
た
』
と
い
う
だ
け
で
は
、
ま
だ
十
分
な
理
解
で
は
な
い
。

本
当
に
深
い
会
得
は
、
全
人
格
的
な
変
革
を
う
な
が
す
の
で
すせ
」

と
指
摘
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
池
田
博
士
は
「
今
の
社
会
の

狂
い
は
、
全
人
格
的
な
『
智
慧
』
と
『
知
識
』
と
を
混
同
」
す

る
こ
と
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
すそ
。

　

日
蓮
大
聖
人
は
、「
妙
」
に
は
「
開
く
」
義
が
あ
る
と
言
わ
れ

ま
し
た
。
生
命
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
可
能
性
を
開
き
続
け

て
無
限
に
向
上
し
よ
う
と
し
ま
す
。〔
そ
の
可
能
性
を
開
き
、
智
慧

＝
解
を
開
く
カ
ギ
が
「
信
」
で
あ
り
〕
鳩
摩
羅
什
は
、『
法
華
経
』
の

第
四
章
を
「
信
解
品
」
と
名
づ
け
ま
し
た
。
こ
の
タ
イ
ト
ル
に

は
、
限
り
な
き
生
命
の
向
上
を
求
め
る
心
が
込
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。

　
『
法
華
経
』
の
教
え
は
「
無
上
宝
聚
」
で
あ
り
ま
す
。
万
人
が

生
命
の
宝
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
た
ち
は
、
そ
の
こ
と

を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
九
九
五
年
に
起
こ
っ
た

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
後
、
あ
る
方
が
言
い
ま
し
た
。「
い
ち
ば

ん
大
切
な
の
は
、
全
部
、お
金
で
は
買
え
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。

そ
れ
は
命
と
空
気
と
人
間
の
思
い
や
り
だた
」
と
。

　

池
田
博
士
は
「
信
念
は
、わ
れ
わ
れ
の
生
の
基
盤
を
、つ
ま
り
、

そ
の
上
で
人
間
の
生
が
展
開
さ
れ
る
大
地
を
作
り
あ
げ
て
い
る
」

と
の
ス
ペ
イ
ン
の
哲
学
家
オ
ル
テ
ガ
の
言
葉
に
言
及
さ
れ
て
い

ま
すち
。
信
念
こ
そ
が
生
命
を
運
ん
で
い
る
「
乗
物
」
な
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
そ
れ
ま
で
の
信
念
が
崩
れ
去
っ
て
は
じ
め
て
、
や

っ
と
、
そ
の
こ
と
に
目
覚
め
、
自
分
が
絶
望
的
な
状
態
に
陥
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
の
で
す
。

　

全
体
論
的
な
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
信
念
と
理
性
は
一
体
で
な
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け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。『
法
華
経
』
は
、
根
源
的
な
無
知
で
あ
る

元が
ん

品ぽ
ん

の
無
明
を
退
治
す
る
た
め
の
「
信
」〔
信
仰
・
信
念
〕
を
強
調

し
て
い
ま
す
。「
信
」
は
開
き
ま
す
。「
疑
」
は
閉
じ
ま
す
。
日
蓮

大
聖
人
の
御
言
葉
で
言
え
ば
「
此
の
信
の
字
元が

ん

品ぽ
ん

の
無
明
を
切

る
利
剣
な
りつ
」
で
あ
り
ま
す
。
信
仰
は
、
偏へ
ん

頗ぱ

な
き
全
体
性
を

社
会
に
回
復
さ
せ
る
と
と
も
に
、
個
人
が
真
の
人
生
の
頂

い
た
だ
きに
到

達
で
き
る
よ
う
助
け
て
く
れ
る
の
で
す
。

多
彩
な
る
「
人
華
」
を
開
花
さ
せ
る
経
典

　
『
法
華
経
』
に
は
「
密
雲
は
弥あ
ま
ねく
布し

き
、
遍あ
ま
ねく
三
千
大
千
世
界

を
覆
いて」
と
あ
り
ま
す
。
密
雲
は
仏
を
表
し
、
仏
の
教
え
は
「
法

雨
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。『
法
華
経
』
の
教
え
は
一
切
衆

生
を
平
等
に
益
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
階
級
そ
の
他
に
よ
る
差

別
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。『
法
華
経
』
は
、
一
切
衆
生
を
例

外
な
く
平
等
視
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
愛
憎
や
貪
欲
、
執
着
の

心
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。『
法
華
経
』
は
、
多
様
性
を
認
め
、

一
人
一
人
を
宝
と
し
て
大
切
に
す
る
の
で
す
。
池
田
博
士
は
「
創

価
学
会
は
、
具
体
的
な
『
一
人
』
か
ら
離
れ
ず
、
そ
の
『
一
人
』

を
絶
対
に
幸
福
に
す
る
た
め
に
戦
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
人
類
史

「法華経は現代人にとって深く豊かな意義をもっています」─講演する博士
（クアラルンプールのマレーシア総合文化センターで）
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『法華経』は「万人のための価値」を説く

に
燦
然
と
残
る
崇
高
な
歴
史
で
すと
」
と
明
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

雲
と
雷
声
は
仏
の
慈
悲
の
声
を
譬
え
、
降
る
雨
は
〔
仏
が
〕
一

切
衆
生
を
慈
し
み
護
る
こ
と
を
譬
え
て
い
ま
す
。
す
べ
て
の
人
々

の
生
命
を
、
そ
の
無
限
の
多
様
性
の
ま
ま
、〔
平
等
に
〕
潤
し
て

い
く
の
で
す
。
そ
し
て
創
価
学
会
は
「
法
の
雨
」
で
あ
り
、「
人に

ん

華げ

」な
が
満
開
と
な
る
世
紀
へ
と
、
人
類
を
先
導
し
て
い
る
の
で

す
。
き
ょ
う
、
こ
こ
に
集
わ
れ
た
マ
レ
ー
シ
ア
創
価
学
会
の
実

践
者
の
皆
様
は
、
多
彩
な
る
人
華
を
潤
し
て
、
実
り
を
も
た
ら

す
香
り
高
き
雨
で
あ
り
ま
す
。

　

日
蓮
大
聖
人
は
、
一
人
一
人
が
自
己
の
生
命
の
無
限
の
可
能

性
を
開
拓
で
き
る
よ
う
に
、「
妙
法
」
へ
の
覚
知
の
種
を
植
え
付

け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
私
た
ち
が
創
価
の
世
界
に
入
る
時
、

人
生
の
嵐
や
猛
吹
雪
、
容
赦
な
い
強
風
を
も
、
人
生
の
春
風
や

青
空
、
陽
光
と
同
じ
よ
う
に
楽
し
ん
で
い
け
る
の
で
す
。

「
無
上
道
の
人
生
」
を
歩
ま
せ
る
経
典

　

マ
レ
ー
シ
ア
創
価
学
会
は
、〔『
法
華
経
』
五
百
弟
子
受
記
品
の

「
衣え

裏り

珠じ
ゅ

の
譬
えに」
で
い
う
〕「
衣
の
中
に
あ
っ
た
宝
珠
」
で
あ
り
、

宿
命
を
使
命
に
転
換
す
る
力
を
も
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
人
生
は

つ
か
の
間
の
「
露
」
で
す
が
、『
法
華
経
』
の
大
海
に
連
な
り
、

妙
法
の
偉
大
な
る
大
地
に
連
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
遠
の
生

命
に
連
な
っ
て
い
る
の
で
すぬ
。
マ
レ
ー
シ
ア
創
価
学
会
の
皆
様

は
、
他
者
を
助
け
る
こ
と
を
喜
び
と
し
な
が
ら
、
妙
法
へ
の
理

解
を
深
め
続
け
て
い
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
「
利
他
」
と
「
求
道
」

の
歩
み
こ
そ
が
、
人
生
の
無
上
道
な
の
で
す
。

　
『
法
華
経
』
法
師
品
で
、
釈
尊
は
〔
如
来
滅
後
に
こ
の
経
を
修
行

し
弘
め
る
者
の
心
得
に
つ
い
て
〕、〔
如
来
の
〕
衣
、〔
如
来
の
〕
座
、〔
如

来
の
〕
室
と
い
う
三
つ
の
法
軌
〔
衣え

座ざ

室し
つ

の
三
軌
〕
を
説
い
て
お
ら

れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
如
来
の
衣
と
は
、
柔
和
忍に

ん

辱に
く

の
心
是
れ

な
り
」「
如
来
の
座
と
は
、
一
切
法
空
是
れ
な
り
」「
如
来
の
室

と
は
、
一
切
衆
生
の
中
の
大
慈
悲
心
是
れ
な
りね
」
と
。
如
来
の

部
屋
と
は
、
一
切
衆
生
を
平
等
に
包
み
こ
む
大
慈
悲
の
生
命
空

間
で
す
。
如
来
の
衣

─
忍
辱
、
忍
耐
は
、
大
い
な
る
力
を
生

み
出
し
ま
す
。
そ
し
て
如
来
が
坐
る
「
一
切
法
空
」
の
座
と
は
、

〔
利
己
的
な
欲
望
に
執
着
し
な
い
〕
無
私
の
行
動
を
表
し
て
い
ま
すの
。

日
蓮
大
聖
人
の
教
え
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
界
は
寂
光
土
と
な
ら

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

最
新
の
『
グ
ラ
フ
Ｓ
Ｇ
Ｉ
』
に
池
田
博
士
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
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掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
　
「
苦
難
の
夜
を
越
え
れ
ば
、

　
　
　

晴
れ
わ
た
る
朝
が
来
る
。

　
　
　

試
練
の
風
雪
を

　
　
　

耐
え
抜
い
て
こ
そ
、

　
　
　

栄
光
の
太
陽
は
輝
き
わ
た
る
。は」

　

池
田
博
士
に
よ
る
『
法
華
経
』
の
解
説
は
比
類
な
き
も
の
で

あ
り
、
私
は
そ
れ
を
字
義
の
上
か
ら
も
、
精
神
の
面
で
も
、
学

ん
で
い
ま
す
。
そ
の
解
説
は
、
私
た
ち
の
内
に
眠
る
「
輝
け
る

生
命
」
に
目
覚
め
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
す
。

　

マ
レ
ー
シ
ア
創
価
学
会
の
素
晴
ら
し
い
皆
様
は
、
無
限
の
慈

愛
を
世
界
に
広
げ
よ
う
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
堅
忍
不
抜
の
御

努
力
は
、
最
高
の
評
価
に
値
し
ま
す
。

　

生
命
の
力
み
な
ぎ
る
未
来
の
日
々
に
は
、
私
た
ち
人
類
の
根

源
に
あ
る
も
の
が
大
歓
喜
の
姿
と
な
っ
て
現
出
し
、
躍
動
し
ゆ

く
こ
と
で
し
ょ
う
。
人
類
が
何
千
年
も
の
間
、
抱
き
続
け
て
き

た
夢

─
そ
の
夢
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
今
、
聞
こ
え
て
く
る
歌

声
。
そ
れ
が
創
価
学
会
な
の
で
す
。

訳
注

（
1
）『
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
』
創
価
学
会
、
２
０
０
２
（
以
下
、『
法

華
経
』
と
表
記
）、
１
２
１
–２
頁

（
2
）
玄
奘
『
大
唐
西
域
記
』
巻
９
。「
佛
涅
槃
後
未
久
。
此
國
先
王

鑠
迦
羅
阿
逸
多
唐
言
帝
日
敬
重
一
乘
遵
崇
三
寶
。
式
占
福
地
建

此
伽
藍
」（
大
正
大
蔵
経
51
巻
９
２
３
頁
中
）。「
仏
の
涅
槃
の

後
、
ま
だ
余
り
時
が
た
た
な
い
こ
ろ
に
、
こ
の
国
の
先
王
の
鑠シ

ャ

迦ク

羅ラ
ー

阿
逸デ
ィ
テ
ィ
ヤ
多
（
原
注　

唐
に
帝
日
と
言
う
）
は
一
乗
（
成
仏
す

る
唯
一
の
教
え
。
仏
教
）
を
篤
く
信
じ
三
宝
を
尊
重
し
、
り
っ

ぱ
な
土
地
を
選
ん
で
こ
の
伽
藍
を
建
て
た
」（
中
国
古
典
文
学

大
系
22
『
大
唐
西
域
記
』
水
谷
真
成
訳
、
平
凡
社
、
２
９
６
頁
）

（
3
）
義
浄
『
大
唐
西
域
求
法
高
僧
傳
』
卷
上
の
慧
輪
法
師
の
項
。「
古

王
室
利
鑠
羯
羅
昳
底
。
爲
北
天
苾
芻
曷
羅
社
槃
所
造
」（
大
正

大
蔵
経
51
巻
５
頁
中
）。「
い
に
し
え
の
王
・
室
利
鑠
羯
羅
昳
底

（
シ
リ
ー
シ
ャ
ク
ラ
ー
テ
ィ
テ
ィ
ヤ
）
が
北
天
竺
の
苾
芻
（
ビ

ク
シ
ュ
／
僧
）
で
あ
る
曷
羅
社
槃
［
社
］（
ラ
ー
ジ
ャ
バ
ン
シ
ャ
）

の
た
め
に
造
る
所
で
あ
る
」

（
4
）
５
世
紀
中
頃
に
現
在
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
勃
興
し
、
約
１
世

紀
の
間
、
中
央
ア
ジ
ア
や
西
北
イ
ン
ド
に
勢
力
を
広
げ
、
東
西

交
易
の
要
路
を
支
配
し
た
。
グ
プ
タ
朝
イ
ン
ド
へ
の
侵
入
は
、

同
王
朝
の
衰
亡
を
早
め
た
。
そ
の
起
源
、
言
語
系
統
な
ど
の
詳

細
は
不
明
。
５
５
８
年
、
突
厥
と
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ャ
に
挟
撃

さ
れ
、
５
６
７
年
頃
、
滅
亡
し
た
。

（
5
）
多
く
の
国
が
協
力
し
、
古
代
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
跡
の
近
く
（
イ

ン
ド
・
ビ
ハ
ー
ル
州
）
に
、
新
生
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
が
開
設
さ
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れ
た
。
初
め
は
歴
史
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
、
仏
教
・
哲
学
・
比
較
宗

教
、言
語
・
文
学
、国
際
関
係
学
・
平
和
学
、情
報
科
学
技
術
、経

営
学
・
公
共
政
策
な
ど
の
大
学
院
大
学
と
し
て
出
発
し
、
将
来

的
に
は
学
部
レ
ベ
ル
ま
で
拡
張
す
る
計
画
と
さ
れ
る
。
総
長
は

ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
け
た
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
博
士
。

（
6
）
小
説
『
人
間
革
命
』
第
２
巻
「
地
湧
」
の
章
か
ら
。
戸
田
城
聖

創
価
学
会
第
２
代
会
長
と
の
出
会
い
の
シ
ー
ン
で
山
本
伸
一
青

年
が
詠
む
即
興
詩
の
一
節
。

（
7
）
聖
教
新
聞
社
刊
『
法
華
経
の
智
慧
』（
以
下
、『
法
華
経
の
智
慧
』

と
表
記
）
序
論
「『
哲
学
不
在
の
時
代
』
を
超
え
て
」
か
ら
。

普
及
版
・
上
巻
28
頁
。
ヘ
ッ
セ
の
詩
「
書
物
」
の
引
用
は
三
浦

靱
郎
訳
・
編
『
生
き
る
こ
と
に
つ
い
て
：
ヘ
ッ
セ
の
言
葉
』
現

代
教
養
文
庫
か
ら
。

（
8
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』（
以
下
、『
御
書
』
と
表
記
）
所
収
「
法

華
経
題
目
抄
」
に
「
妙
の
三
義
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
妙
と
申
す
事
は
開
と
云
う
事
な
り
」（『
御
書
』
９
４
３
頁
）、

「
妙
と
は
具
の
義
な
り
具
と
は
円
満
の
義
な
り
」（
同
９
４
４

頁
）、「
妙
と
は
蘇
生
の
義
な
り
蘇
生
と
申
す
は
よ
み
が
へ
る
義

な
り
」（
同
９
４
７
頁
）

（
9
）『
法
華
経
』
１
２
３
頁

（
10
）『
御
書
』
２
５
４
頁

（
11
）『
御
書
』
７
２
２
頁
。
譬
喩
品
の
冒
頭
で
「
爾
の
時
、
舎
利
弗

は
踊
躍
歓
喜
し
、
即
ち
起
ち
て
合
掌
し
、
尊
顔
を
瞻せ

ん

仰ご
う

し
て
、

仏
に
白も

う

し
て
言も
う

さ
く
、『
今
、
世
尊
従よ

り
此
の
法
音
を
聞
き
、

心
に
踊
躍
を
懐
き
、
未
曽
有
な
る
こ
と
を
得
た
り
…
」（『
法
華

経
』
１
４
８
頁
）
と
あ
る
部
分
の
御
義
口
伝
で
あ
る
。

（
12
）「
法
華
経
の
大
白
牛
車
と
申
す
は
（
中
略
）
羅
什
・
存
略
の
故

に
委く

わ

し
く
は
説
き
給
は
ず
、
天
竺
の
梵
品
に
は
車
の
荘か
ざ

り
物
・

其
の
外
・
聞
信
戒
定
進
捨
慚
の
七
宝
ま
で
委
し
く
説
き
給
ひ
て

候
を
日
蓮
あ
ら
あ
ら
披
見
に
及
び
候
（
中
略
）
車
の
内
に
は
六

万
九
千
三
百
八
十
余
体
の
仏
・
菩
薩
・
宝
蓮
華
に
坐
し
給
へ

り
」（『
御
書
』
１
５
８
４
頁
）

（
13
）
世
親
の
『
法
華
論
』（
妙
法
蓮
華
経
憂う

波ぱ

提だ
い

舎し
ゃ

）。
菩
提
流る

支し

・

曇ど
ん

林り
ん

等
に
よ
る
漢
訳
を
書
き
下
す
と
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
顛て
ん

倒ど
う

し
て
諸
の
功
徳
を
求
む
る
増
上
慢
心
な
り
。謂
く
、世
間
の
中

に
お
い
て
諸
の
煩
悩
染
の
熾
燃
に
増
上
し
て
、
而
も
天
人
の
勝

妙
な
る
境
界
の
有
漏
の
果
報
を
求
む
。
此
れ
を
対
治
す
る
が
故

に
為
に
火
宅
の
譬
喩
を
説
く
」（
大
正
大
蔵
経
第
26
巻
８
頁
中
）

（
14
）『
法
華
経
の
智
慧
』
譬
喩
品
。
普
及
版
・
上
巻
２
５
７
頁

（
15
）『
法
華
経
の
智
慧
』
信
解
品
。
普
及
版
・
上
巻
２
７
０
頁

（
16
）『
法
華
経
の
智
慧
』
信
解
品
。
普
及
版
・
上
巻
２
７
５
頁

（
17
）『
法
華
経
の
智
慧
』
信
解
品
。
普
及
版
・
上
巻
２
８
６
頁
。
オ

ル
テ
ガ
の
言
葉
は｢

観
念
と
信
念｣

桑
名
一
博
訳
、
白
水
社
『
オ

ル
テ
ガ
著
作
集
８
』
所
収
。

（
18
）『
御
書
』
７
２
５
頁

（
19
）
薬
草
喩
品
。『
法
華
経
』
２
４
１
頁

（
20
）『
法
華
経
の
智
慧
』
薬
草
喩
品
。
普
及
版
・
上
巻
３
１
５
頁

（
21
）「
人
華
」
に
つ
い
て
薬
草
喩
品
に
こ
う
あ
る
。「
仏
の
説
き
た
ま

う
所
の
法
は　

譬
え
ば
大
雲
の　

一
味
の
雨
を
以
て　

人
華
を

潤
し
て　

各
お
の
実
を
成
ず
る
こ
と
を
得
し
む
る
が
如
し
」
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（『
法
華
経
』
２
５
４
–５
頁
）

（
22
）
あ
る
男
が
親
友
の
家
を
訪
問
し
た
が
、
も
て
な
さ
れ
た
酒
に
酔

っ
て
寝
て
し
ま
う
。
親
友
は
出
か
け
る
用
事
が
あ
る
た
め
、
眠

っ
た
ま
ま
の
男
の
衣
服
の
裏
に
無
上
の
価
値
が
あ
る
宝
珠
を
縫

い
込
ん
で
外
出
す
る
。
酔
い
か
ら
覚
め
た
友
人
は
、
そ
の
宝
に

気
づ
か
ず
、
貧
窮
し
た
ま
ま
諸
国
を
放
浪
し
、
や
が
て
親
友
と

再
会
。
親
友
は
男
の
貧
し
い
姿
に
驚
き
、
宝
珠
の
こ
と
を
教
え

る
。
衣
裏
珠
と
は
一
切
衆
生
の
仏
性
を
譬
え
、
貧
窮
す
る
男
と

は
仏
性
を
自
覚
で
き
な
い
凡
夫
を
譬
え
て
い
る
。

（
23
）『
御
書
』
１
５
６
１
頁
の
「
と
に
か
く
に
死
は
一
定
な
り
（
中
略
）

を
な
じ
く
は
・
か
り
に
も
法
華
経
の
ゆ
へ
に
命
を
す
て
よ
、
つ

ゆ
を
大
海
に
あ
つ
ら
へ
・
ち
り
を
大
地
に
う
づ
む
と
を
も
へ
」

の
一
節
を
踏
ま
え
た
言
葉
。

（
24
）「
若
し
善
男
子
・
善
女
人
有
っ
て
、
如
来
の
滅
後
に
四
衆
の
為

め
に
是
の
法
華
経
を
説
か
ん
と
欲
せ
ば
、
云い

か
ん何
が
応ま
さ

に
説
く
べ

き
。
是
の
善
男
子
・
善
女
人
は
、
如
来
の
室
に
入
り
、
如
来
の

衣
を
著き

、
如
来
の
座
に
坐
し
て
、
爾
し
て
乃い
ま

し
応
に
四
衆
の
為

め
に
、
広
く
斯
の
経
を
説
く
べ
し
。
如
来
の
室
と
は
、
一
切
衆

生
の
中
の
大
慈
悲
心
是
れ
な
り
。
如
来
の
衣
と
は
、
柔
和
忍
辱

の
心
是
れ
な
り
。
如
来
の
座
と
は
、
一
切
法
空
是
れ
な
り
」（『
法

華
経
』
３
６
６
–７
頁
）

（
25
）
弘
教
の
三
軌
に
つ
い
て
「
御
義
口
伝
」
に
は
こ
う
あ
る
。「
衣

と
は
柔
和
忍
辱
の
衣
・
当
著
忍
辱
鎧
是
な
り
座
と
は
不
惜
身
命

の
修
行
な
れ
ば
空
座
に
居
す
る
な
り
室
と
は
慈
悲
に
住
し
て

弘
む
る
故
な
り
母
の
子
を
思
う
が
如
く
な
り
」（『
御
書
』
７
３

７
頁
）

（
26
）
聖
教
新
聞
社
『
Ｓ
Ｇ
Ｉ
グ
ラ
フ
』
２
０
１
４
年
１
月
号
。「
わ

が
友
へ
」。

　

※
邦
訳
に
際
し
て
補
っ
た
部
分
は
〔　

〕
で
示
し
た
。

（Lokesh C
handra

／
イ
ン
ド
文
化
国
際
ア
カ
デ
ミ
ー
理
事
長
）


