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只

今、

御
紹
介
頂
き
ま

し

た

大
正

大
学
の

塩
入
で

ご

ざ
い

ま
す

。

過

去
三

年
間

、

仏
教
学
部
長
な
ど

と
い

う
役
職
に

つ

い

て

お

り

ま
し

て
、

ま

と

ま
っ

た

研
究
も

ち
ょ

っ

と
で

き
な
い

で

お

っ

た

よ

う
な

関
係
で

、

果
た

し
て

期
待
し

て

頂
く
よ

う
な
お

話
が
で

き
る

か

ど

う
か

疑
問
で

ご

ざ
い

ま

す
が

、

平
生
『

法
華
経
』

を

読
み

、

中
国
の

仏
教
あ
る

い

は

日

本
の

仏
教

、

天
台
教
義
が

中
心
で

あ
り

ま

す

が
、

仏
教

全
体
の

流
れ
と

い

う
か
、

展
開
と
い

う
か

を

み
つ

め

た

う

ち

に

感
じ

た

事
な

ど

も
含
め

ま

し

て
、

あ
る
い

は

学
問
的
に

は

少
々

一

方
的
な
面
も
あ
る

か

と
思
い

ま
す
が

、

『

法
華
経
』

は

何
を
言
お

う

と
し

て

お

る

の

か
、

『

法
華

経
』

の

目

ざ
し

て

い

る

も
の

は

何
か

と
い

っ

た

点
に
つ

い

て

お

話
し
て

み
よ

う

と

思
い

ま

す
。

　

『

法
華
経
』

と
申
し

ま

す

と
、

只
今
の

光
地
仏
教
学
部
長
先

生
の

お

話
の

よ

う

に
、

『

観
音
経
』

だ

と
か

、

『

如
来
寿
量
品
偈
』

な

ど
曹
洞
宗

の

方
々

で

も
随
分
読
ん

で

お

ら

れ

ま

す
し
、

日

本
仏
教
の

多
く
の

宗
派

で

親
し

ま

れ
て

い

る

お

経
が

含
ま

れ
て

い

る

経
典
で

あ
る

こ

と

は
、

今

駒
澤
大

學
佛
教
學

部
論
集
第
十
二

號
　
昭
和
五

十
六

年
十
月

更
申
し

上

げ
る

ま
で

も
な
い

わ

け
で

ご

ざ
い

ま

す
。

と
こ

ろ
が
一

般
の

方
々

は

法
華
経
と
い

う
と

日

蓮
宗
だ
け
の

お

経
、

さ

ら
に

あ
る

特
定
の

信
仰
の

独
占
物
の

如
く
み

ら

れ

る

面
が
ご

ざ
い

ま

し

て
、

何
か

狂
信

的

な

経
典
で

あ
る

が

如
く
誤
解
さ

れ
て

い

る

点
も
ご

ざ
い

ま

す
。

こ

れ

は

ま

あ、

本
当
か

嘘
か

わ
か

り
ま

せ

ん

け

れ
ど

、

人
に

聞
い

た

話
で

す
が

、

浄
土
真
宗
の

盛
ん

な

安
芸

門
徒
と

か

三

河
門
徒、

あ

る
い

は

北
陸
門
徒

な

ど
で

は
、

「

南
無
妙

法
蓮
華
経
」

を

唱

え
る

日

蓮
宗
の

檀
徒
と

、

そ

れ
か

ら
本
願
寺
さ
ん

の

「

南
無
阿
弥

陀
仏
」

を
専
称
す

る

門
徒
は

、

結

婚
す
ら

現
実
問

題
と
し

て
、

で

き
な
か
っ

た

と
い

う
よ

う
な
話
も
残
っ

て

い

る

く
ら

い

で
、

法
華
経
と

浄
土

信
仰

、

あ
る

い

は

「

南
無
妙
法
蓮

華
経
」

と

「

南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
い

う
の

は
、

も
う

両
極
端
の

よ

う

に

考
え
ら
れ
て

い

る

の

が

世

間
一

般
の

よ

う
で

ご

ざ
い

ま

す
。

日

本
文
化
と
法
華
経

さ

て
、

そ

れ
は

そ

れ

と

し
て

、

日

本
仏
教

、

と

く
に

中
世
・

近
世
ま

一
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公
開
講
演
　
『

法
華
経
』

の

精
神

で

の

仏
教
に

お

い

て
、

法
華
経
が

日

本
仏
教
に

及
ぼ

し

た

影
響
は
、

は

か

り

知
れ
な
い

も
の

が

あ
り
ま

し

て
、

こ

れ
は

皆
様
も
あ
る

程
度
お

き

及
ん

で

お

る

と

思
い

ま
す
し
、

道

元
禅
師
の

『

正

法
眼

蔵
』

に

は

法
華

経
の

引
用

は

多
く
、

と

く
に

「

法
華
転
法
華
」

と
い

う
一

條
さ

え

設
け

て

お

る

こ

と
は

よ

く
御
存
知
の

こ

と

と

存
じ

ま

す
。

道
元
禅
師
の

法
華

経
観
に
つ

い

て

は
、

あ
と
で

述
べ

ま

す
が

、

と

に

か

く

日

本
仏
教

と

法

華
経
は

切

り

離
す
こ

と
は

で

き
ま

せ

ん
。

　

法
華
経
と
い

う

経
典
は

非
常
に

日

本
仏
教

に

お
い

て

よ

く
読
ま

れ
て

お

り
、

日

本
文

化
に

与
え

た

影
響
は

、

最
も

顕

著
な

も
の

が

あ
っ

た
と

い

う
こ

と

が

在
来
言
わ

れ
て

お

り

ま

す
し

、

ま

た

種
々

研
究
さ

れ
て

お

る
わ

け
で

ご

ざ
い

ま

す
。

皆
さ
ん

御
存
知
か

ど

う
か

、

今
の

西

本
願
寺

の

法
主
の

養
育

係
に

な
ら

れ

た

島
地
大
等
と
い

う
、

浄
土

真
宗
の

方
で

す
が

、

天
台
学
の

大
家
が

お

ら

れ
ま

し

た
。

『

天
台
教
学
史
』

は

じ

め

『

日

本
仏
教
史
』

と
か

、

『

仏
教
綱
要
』

な

ど

不

朽
の

書
が

残
っ

て

お

り

ま

す
が

、

法

華
経
に

つ

い

て

も
、

原
漢
文
と

和
訳
及
び

科
文
を

傍
注

と
し

た

書
物
が

あ
り

ま

し
て

、

そ
の

附
録
に

釈
教
歌

、

特
に

法
華
経
に

つ

い

て

歌
わ

れ
た

和
歌
を

何
頁
か

に

わ

た
っ

て

挙
げ
て

お

り

ま

す
。

そ

の

数
が
で

す
ね

、

要
す
る

に

そ
の

内
容
か

ら

み

て

明
ら

か

に

法
華
だ

と

わ
か

る

も

も
の

は

別
と

し
て
、

法
華
を
詠

ん

だ

と

題
の

あ
る

も
の

だ

け

を

載
せ

て

お

り

ま

す
が
、

例

え

ぽ
二

十
八

品
の

そ

れ

ぞ

れ
を

詠
ん

だ

と

か
、

あ
る

い

は

経
文
の

こ

れ
こ

れ
の

用

語
を
詠
ん

だ

と

か
、

題
が

明
記

し

て

あ
る

も
の

だ

け
で

何
と

千
三

百

六

十
種
に

の

ぼ
っ

て

い

ま

す
。

た

だ

残
念
な
こ

と
で

す
が

、

ど

れ

と

ど

れ
と

、

ど

う
い

う

歌
集
か

ら
、

何

百
の

う

ち
か

ら

取
っ

た

の

か
、

と
い

う
事
が

ち
ょ

っ

と

現
在
の

と

こ

ろ

調
べ

が
つ

き
ま
せ

ん

の

で
、

こ

れ
だ

け
で

は

ま

あ
、

何
と
も

言

え

ま
せ

ん

け

れ

ど
、

と
に

か

く

圧
倒
的
に

多
い

こ

と
に

は

変
り
あ
り

ま
せ

ん
。

　

ま

た

立
正

大
学
の

高
木
先
生
が
「

法
華
経
和
歌
と
法
門
歌
」

と

い

う

論
文
の

中
に

で

す
ね

、

こ

れ
は

あ
る

程
度
和
歌
集
を
ほ

と
ん

ど

網
羅
し

て

い

ま

す
が

、

こ

れ

も
そ
の

和
歌
が
い

く
つ

あ
っ

た
か

、

と
い

う

事
は

書
い

て

ご

ざ
い

ま
せ

ん

の

で

ち
ょ

っ

と

不
充

分

で

す

が
、

要
す
る

に

「

法
華
経
歌
」

と

称
し

て

千
四

百
五

十
七

首
を

時

代
別
に

分
類
し

ま

し

て
、

平
安
期
二

十
二

％
、

鎌
倉

期
三

十
五

％、

室
町
期
二

十
三

％
、

江

戸
期
十
七

％

弱
、

と
そ

う
い

う

統
計
を

出
し

て

お

る
ん

で

す
ね

。

　

明

治

末
年
に

編
纂
さ

れ

た

仏
教
辞
典
と

し

て

定
評
の

あ
る

『

織
田

仏

教

辞
典
』

を
見
ま

す
と

、

「

歌
題
」

と
い

う

分
類
が

な

さ

れ
て

お

り
、

非
常
に

長
い

熟
語
が

載
っ

て

お

り
ま

す
。

織
田

得
能
さ

ん

は
、

明

治
の

末
に

お

い

て

『

国
文
学
に

お

け
る

仏
教
の

影
響
』

と
い

う

釈
教
歌
を

中

心

と

し

た

小
冊
子
を

出

し

た

事
が

あ
り

ま

す
が

、

非
常
に

国

文
学
に

お

い

て

法

華
経
を
扱
っ

て

い

る

も
の

が

多
い

。

そ
し

て

織
田

得
能
さ
ん

の

辞
典
に

よ

る

と
、

大
体、

平
安
か

ら

鎌
倉
ぐ

ら
い

、

初
期
ぐ

ら
い

ま
で

の

も
の

が
非
常
に

多
く

使
っ

て

お

る

よ

う
で

す
。

　

と
こ

ろ
で

私
共
も
そ

う
い

う
も
の

を

見
た

り

し

て

お

り

ま

し

た

の

で
、

平
安
朝
が
「

番
法
華
経
に

対
す
る

和
歌
が

多
い

か

と
、

そ

う
見
て

お
っ

た

わ

け
で

す

が
、

高
木
先
生
の

統
計
を

見
て

び
っ

く
り
し

た

わ

け

N 工工
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で

す
。

平
安
期
二

十
二

％
に

対
し

て
、

鎌
倉
三

十
五

％
。

非

常
に

多
い

わ

け
で

す
。

そ

れ
で
、

平

安
時
代
に

は

現
在
の

よ

う
に

仏
教

と
い

う
も

の

が
、

そ

う

各
宗

、

各
派
と
い

う
よ

う
に

、

も
ち

ろ
ん

檀
信

徒
も
ふ

く

め

ま

し
て
、

固
定
し

た

教
団
形
態
を

も
っ

て

い

な

か
っ

た
わ

け
で

す
。

要
す
る

に

仏
教
で

あ
れ
ば

よ

か
っ

た

と
い

う

面
が

あ
っ

た
わ

け
で

あ
り

ま

す
。

と
こ

ろ

が

鎌
倉
仏
教
が

お

こ

っ

て
、

そ
れ

ぞ

れ
の

信
仰
に

基
づ

く
教
団
が

生
れ

た

と
一

般
に

い

わ

れ
る

の

で

す
が
、

法
華
経
を

詠
ん

だ

和
歌
が

平
安
期
よ

り

も

鎌
倉
時
代
の

方
が

圧
倒
的
に

多
い

と
い

う
こ

と

は

興

味
深
い

こ

と
で

あ
り
ま

す
。

　
こ

れ
も

、

こ

ち

ら

の

大
学
に

関
係
が

あ
り

ま
し

た

か

ど

う
か

、

間

中

富
士

子
さ
ん

と
い

う
鶴
見
女
子
大
学
の

先
生
を
し

て

い

る

方
の

話
で

す

が
、

『

源
氏
物
語
』

に
、

「

雨

夜
の

品

定
め
」 、

女
性
の

品
定
あ

を

行
う

と

こ

ろ

に
、

そ
の

や

り

方
に

、

後
で

申
し

上
げ
ま

す

が
法
華
経
の

法
説

周
・

譬
説
周
・

因
縁
周
の

三

周
説

法
、

今
流
に

言

う

な
ら

ば
一

般
論
あ

る

い

は

原
則
論

、

つ

ぎ
に

喩

譬
、

た

と

え

に

よ

る

論
評

、

そ
れ

か
ら

経

験
論、

体
験
論

、

そ

う
い

っ

た

も
の

で

し

た

と
い

う

事
を

言
っ

て

お

り

ま

す
。

　

そ
れ
か

ら
、

こ

れ
は

有
名
な

話
で

す
が

、

例
の

『

枕
草
子
』

に

あ

る

話
で

す
。

清
少
納
言
が
で

す
ね

、

あ
る

時
法
華
経
の

講
経、

今
で

言
え

ば

法
要
を
と

も

な
っ

た

講
演
会
と
で

も
い

い

ま

し

ょ

う
か
、

そ
の

講
座

の

席
へ

行
っ

た

と
こ

ろ
が

、

女
流
作
家
で

昔
で

も

忙
し
か

っ

た

と
見
え

ま

し

て

途
中
で

ど

う

し
て

も

帰
ら
な

き
ゃ

な

ら
ん

。

そ

し

て

帰
ろ

う

と

公
開
講
演
『

法
華
経
』

の

精
神

い

た

し

ま

す
と

、

あ
る

公
家
さ
ん

が
で

す
ね
、

「

も

う
お

帰
り
で

す
か

、

講
義
は

ま

だ

終
わ
っ

て

い

ま

せ

ん

よ
」

と

皮
肉
を

言
っ

た

と
こ

ろ

が
、

「

あ
な
た

こ

そ
五

千
起
去
に

お

な
り

あ
そ
ば

す

な
」

と
言
っ

た

と
。

こ

れ
は

後
で

出
て

来
ま

す

が
、

法
華
経
が

説
か

れ
ま

す
時
に
、

い

か

な

る

大
乗

経
典
で

も、

非
常
に

奇
端
が

起
こ

り

ま

す
。

六
種
に

地

が

震
動
す

る

と
か

、

あ
る

い

は

天
か

ら

曼
陀
羅
華
が

雨
降
る

と
か

、

そ
う
い

う
後

で

釈

尊
が
三

回
、

舎
利
弗
に

御
説
法
し
て

下
さ
い

と

問
わ

れ
て

「

止
み

な
ん
」

、

「

だ
め

だ
、

だ

め

だ
」

、

今
説
い

て

も
お

前
達
に

は

と
っ

て

も

ビ

ヅ

ク

リ

し

ち
ゃ

っ

て

わ

か

ら
ん

。

か

え
っ

て

こ

う

い

う

事
を

説

く

と
、

か

え
っ

て

仏
教
で

な
い

と

思
っ

て

し

ま

う
だ

ろ

う
。

そ
し

て

四

回

目
に

舎
利
弗
が

懇
願
し

て
、

や
っ

と

説
き

始
め

る
。

そ

う
し

て

説
き

始

め

よ

う
と
す
る

と
、

五

千
人
の

増
上

慢
の

声
聞

、

声
聞
に
つ

い

て

は

皆

さ
ん

御
存
知
で

し

ょ

う
け
れ

ど
、

こ

れ
が

法
華
経
の

会
座
か

ら

立
ち

去

っ

て

し

ま
っ

た
、

と
こ

う
い

う

故
事
が

あ
る
わ

け
で

す
よ
ね

。

　

そ

う
い

っ

た

平
安
貴
族

、

文
化
人
の

日

常
の

会
話
に

そ
の

よ

う
な
法

華
経
の

物
語
が
ぽ
っ

と

出
る

と
い

う

事
は

、

い

か

に

法
華
経
と
い

う

も

の

が
、

当
時
の

本
当
の

信
仰
か

ど
う
か

は
一

応
措
い

て

で

す
ね

、

文
化
・

教
養
の

中
に

深
く
は

び

こ

っ

て

お
っ

た

か

が

わ
か

る

と

思

い

ま

す
。

こ

ん

な
例
は

多
数
あ
り

ま
し

て
、

先
程
申
し
た

織
田

得
能
先
生
の

『

織

田

仏

教
辞
典
』

を

見
ま

す
と

、

歌
題
と

分
類
わ

け
し

た

長
い

句
が

た

く

さ
ん

あ
り

ま

し

て
、

勿
論
法

華
経
だ

け
で

は

な

く
、

禅
の

公
案
の

句
や

浄
土
経
典
の

句
な

ど

も
あ
り

ま

す
が

、

た

と
え

ば
「

於
未
来
世
威

得
成

N 工工
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公
開
講
演
『

法
華
経
』

の

精
神

仏
」

（

授
記
品
）

、

「

於
無
量
国
中
乃
至

名
字
不

可
得
」

（

安
楽

行
品
）

な

ど
、

私
共
見
て

も
、

さ

て

な
こ

の

句
は

何
品
に

あ
っ

た

か

な
、

と
い

う

よ

う

な

句
に
、

そ

れ

を

歌
題
と
し

た

和
歌
を

配
し

て

い

ま

す
。

　
そ
れ
ほ

ど

に

当
時
の

文
化
人
は

、

法
華
経
と
い

う

も
の

の

信
仰
が
一

つ

の

教

養
に

ま

で

見
ら

れ
て

お
っ

た

わ
け
で

す
ね

。

こ

れ
は

ま

あ、

比

叡
山
の

仏
教
が

法
華
経
を

中
心

と
し

て
、

多
く
の

大
乗
経
典
を

依
り

処

と

し
て

法
華
経
を

中
心
と

し

た

円
、

禅
、

戒
、

密
と
い

う
仏
教
で

あ

り

ま

し

た

の

で
、

そ

う
い

っ

た

比

叡
山
の

仏
教
が

当
時
非
常
に

、

良
い

意

味
で

も
悪
い

意
味
で

も
、

大
変
な

権
力
が

ご

ざ
い

ま

し

た
か

ら
、

当
然

文
化
人
に

浸
透
し

た

事
は

間
違
い

な
い

わ

け
で

ご

ざ
い

ま

す
が
、

ほ

ど
の

法
華
経
の

和
歌
が

鎌
倉
期
に

よ

り

多
い

と
い

う
よ

う
に
、

文
化
と

法
華
経
は

切
り

離
せ

な
い

も
の

で

あ
り

ま
し

た
。

法
華
経
と

浄
土

信
仰

日 さ

本 き

　

こ

れ
に

つ

い

て

は
、

ま
だ

ま

だ

用
例

が
た

く
さ
ん

あ

り

ま

す

け

れ

ど
、

一

言
だ

け
申
し

ま

す

と
、

先
年
私
は
、

岩
波
思
想
体
系

の

往

生

伝
と

法

華
経
験
記
と
い

う

も
の

が
一

冊
に

な
っ

た

本
の

刊
行
に

あ
た
っ

て
、

井
上
光
貞
先
生
の

仏
教
の

方
の

註
の

お

手
伝
い

を

し
て

お

り

ま

し

て
、

大
変
感
激
し

た

わ

け
で

す
け
れ
ど
、

当
時
の

『

極
楽
往
生
伝
』

と

い

う
の

は

大
体、

西

方
浄
土

、

希
に

兜
率
往
生
の

話
も

出
て

き
ま

す
け

れ
ど

、

極
楽
浄
土
に

往
生
し

た
、

と
い

う
伝
記
が

ほ

と
ん

ど
で

あ
り

ま

す
。

四

　

そ

し

て
、

そ
こ

に

『

大
日

本

法
華

経
験
記
』

と
い

う

法
華
経
の

信
仰

を
し

た

方
々

の

伝
記
が
一

つ
、

往
生
伝
が

数
種
あ
る

わ

け
で

す
。

こ

の

中
に

で

す
ね、

こ

れ
は

全
部
で

百
二

十
九

例

扱
っ

て

お

り

ま

す

け

れ

ど
、

そ
の

人
達
は

、

全
部
法
華
経
の

信
者
、

あ
る

い

は

法
華
経
を

読
ん

だ

人
、

あ
る

い

は

法
華
経
そ
の

も
の

で

な

く

し
て

、

法
華
懺
法
の

行
を

し

た

人
と
か

い

ろ

い

ろ

あ
り

ま

す
け
れ
ど

、

そ
の

中
で

四

十

六

人
が

西

方
極
楽
浄
土
に

往
生
し

た
、

と

い

う

記
述
が

あ
る

ん

で

す
。

要
す

る
に

法
華
経
を
読
誦
し

た

り
、

法
華
経
の

信
仰
を

も
っ

て
、

西
方
浄
土
へ

往

生
す
る

事
が

、

少
く
と

も

平
安
末
期

、

鎌
倉
初
期
ま

で

に

お

い

て

は
一

般
の

人
々

は

ち
っ

と

も

不

思
議
で

は

な
か
っ

た
よ

う
で

す
。

　
こ

の

こ

と

は

現
在
の

日

本
の

仏
教
の

法
華
経
と

浄

土

経

典
、

「

南
無

妙
法
蓮
華
経
」

と

「

南
無
阿
弥
陀
仏
」

と

い

う
対
比
か

ら

考
え
て

で

す

ね
、

あ
る

人
に

言
わ

せ

れ

ば
、

宗
教

的
に

純
粋
で

な
い

と
い

う
見
解
も

多
い

の

で

あ
り
ま

す
が

。

こ

れ
に

つ

い

て

は

有
名
な

言

葉
で

「

朝
題
目

に

夕

念
仏
」

と
い

う
言
葉
が

あ
り

ま

す

ね
。

こ

れ
は

比
叡
山
で

朝
は

『

法
華
懺
法
』

と
い

う
も
の

を

中
心
に

勤
行
を

し

て

い

る
。

夕

方
は

『

例

時
作
法
』

と

い

っ

て
、

阿
弥
陀
経
を

読
む
の

を

中
心
と

す
る

勤

行

す
る

と
い

う

と
こ

ろ

か

ら

出
た

わ

け
で

す

が
、

そ
の

「

朝
題
目

に

夕

念

仏
」

と

は
、

ま
た

逆
の

意
味
も
あ
り

ま

し

て
、

朝

題
目
し

て

夕

方
に

念

仏
す

る

と
い

う
の

は
、

無
定
見
す
な

わ

ち

ち
っ

と

も
首
尾
一

貫
し

て

い

な
い

と
い

う

悪
い

意
味
で

も
使
う
わ

け
で

す
。

そ
う
い

っ

た

意
味
も
あ

る
か

も
し

れ
ま
せ

ん

け
れ
ど

、

私
は

別
の

意
味
に

お

い

て

日

本
人
の

宗
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教

的

情
操
と

申
し

ま

す
か

、

日

本
人
の

宗
教
的

意
識
に

は

そ
う
い

っ

た

爽

雑
性
と

申
し

ま

す
か

、

一

元
的
思
考
で

い

か

な
い

も
の

も
多
く
あ
っ

た

ん

じ

ゃ

な
い

か

と

思
い

ま

す
。

　
現
在
も
こ

れ
は

ま

あ
、

皆
さ
ん

よ

く

御
体
験
な
さ

る

と

思
い

ま

す

け

れ

ど
、

ク

リ

ス

チ

ャ

ソ

の

方
で

も
で

す

ね
、

特
に

プ
ロ

テ

ス

タ

ソ

ト

の

方
が

多
い

の

で

す

が
、

お

寺
に

参
拝
し

ま

す
し

、

知
人
の

葬
儀
に

は

仏

教

的
御
焼
香
も
い

た

し

ま

す
。

そ
し
て

私
事
で

す
が

、

自
坊
で

正
月
お

護
摩
を

た

き
ま

す
。

そ
の

護
摩
札
を
ク

リ

ス

チ

ャ

ン

の

方

が
お

受
け
し

て

お

り

ま

す
。

そ

う
い

う
方
が
大

変
多
い

わ

け
で

す
が
、

そ

う
い

っ

た

日

本

人
の

宗
教
意
識
と
い

い

ま

す
か
、

宗
教
的

情
操
が

あ
っ

て
、

い

わ

ぽ

多
元

的

思
考
が

無
意
識
の

う
ち

に

あ
る

わ

け
で

す
。

こ

れ
は

良
い

と

か

悪
い

と
か

、

あ
る

い

は

ど
っ

ち

が

優

れ

て
、

ど
っ

ち

が
劣
れ
る

と

か
、

そ

う
い

う
事

は

別

問

題
と
し

て

で

す
ね
、

日

本
人
の

昔
か

ら

現
在

に

至

る

ま
で

の

宗
教
な
の

で

あ
り
ま

す
。

　
ち
ょ

っ

と

余
談
に

な

り

ま
し

た

け

れ

ど
、

そ

れ
か

ら
い

わ

ゆ
る

＝
蕾

古
い

往
生

伝
、

そ
れ
は

慶
滋
保
胤
の

『

日

本

往
生
極
楽

記
』

で

は

四

十

二

人
出
し

て

お

り

ま

す
往
生

し

た

方
の

う
ち
、

十
人
が

法
華
経
を

読
ん

だ

り
、

法
華
信

仰
を

も
っ

た

方
で

す
。

こ

れ

約
四

分
の
一

で

す
ね

、

そ

れ
か

ら

こ

れ

に

続
き
ま

し

て
、

三

善
為

康
の

『

拾
遺
往
生
伝
』

と
い

う
の

は

九

十
四

人
の

う
ち

三

十
六

人
と

、

そ

れ
か

ら

そ

れ
を

追
加
し

た

『

後
拾
遺
往
生
伝
』

で

は
、

百
四

十
二

人

中
二

十

七

人

と
、

こ

れ
は

ま
、

ち

ょ

っ

と

減
り
ま

す
け
れ

ど
。

ま

あ
、

こ

の

よ

う
に

で

す
ね
、

当

公

開
講
演
『

法
華・
経
』

の

精
神

時
の

日

本
の

仏
教
の

信

仰
者

、

あ
る

い

は

教
養
的
に

仏
教
を

受
け
取
っ

て

お

る

方
々

に

お

い

て

も
、

法
華
経
の

信
仰
や

修
行
、

さ

ら
に

儀
礼
に

ふ

く
ま

れ
た

法
華
経
精
神
と

、

西

方
浄
土

、

あ
る

い

は

兜
率

往
生
と
い

う

も
の

が

ち
っ

と

も

矛
盾
な

く

融

合
し
て

お
っ

た

と
い

う

事
が、
百

え
る

わ

け
で

す
。

こ

の

よ

う
に

日

本
の

文
化
に

お
い

て

『

法

華
経
』

と
い

う

も
の

が
非
常
に

ポ

ピ
ュ

ラ

ー

化
し

て

お

り
、

文
化
に

与
え

た

影
響
は

大

変
な

も
の

で

あ
っ

た

わ

け
で

あ
り

ま

す
。

道
元

禅
師
の

法
華
経

　
皆
さ
ん

は

道

元
禅
師
の

教
え
を

学
び
、

そ

れ
を

体
得
さ

れ
よ

う

と

勉

学
し

て

お

ら

れ

る

方
が

多
い

わ

け
で

す
か

ら
、

禅
の

無
執
着
の

立
場
か

ら
、

現
代
流
の

言

葉
で

い

う

と
一

元
的
思
考
の

持
ち

主

で

は

な
い

と
い

う

事
は

重
々

知
っ

て

お

り
ま

す
し

、

　一

般
の

方
々

は

ど

『

法
華
経
』

に

つ

い

て

の

常
識
が

無
い

と
い

う

事
は

あ
り

ま
せ

ん

と

思
い

ま

す
が

、

や

は

り

所
依
の

経
典
や

宗
旨
の

精
神
が
、

多

少
異
っ

て

お

り
、

法
華
経
に

親
し

む

機
会
な

り
、

知
識
に

つ

い

て

は

日

蓮
宗
や

天
台

宗
の

学
生
よ

り

は

少
い

か

と
、

そ

う

思
い

ま

し

て

実
は

「

法
華
経
の

精
神
」

と
い

う

よ

う
な

題
を
つ

け
た

わ

け
で

ご

ざ
い

ま

す
。

し

か

し

な
が

ら
、

本
日

申
し

上
げ
よ

う

と

す
る

「

法
華
経
の

精
神
」

と
い

う
こ

と
は
、

ど
ち

ら

か

と

い

う

と、

一

般
に

な
さ

れ
て

い

る

よ

う

な

法
華
経
の

解
釈

や

経
典
を

通

じ
て

の

話
で

な

く
、

法
華
経
の

目
ざ

す
も
の

は

何
か

、

と
い

っ

た

よ

う

な
、

あ
る
い

は

少
し

こ

れ
は
口

は

ぼ
っ

た

い

表
現
で

す
が

、

「

日

本

仏

五
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公

開
講
演
『

法
華
経
』

の

精
神

教
の

ル

ー

ッ
」

と
い

っ

た

面
か

ら

申
し

上
げ
た

い

と

思

う

わ

け
で

ご

ざ

い

ま

す
。

先
ほ

ど

も

光
地
先
生
の

お

話
に

あ
り

ま

し

た

よ

う
に

、

道
元

禅
師
は

、

鎌
倉
仏
教
の

中
で

日

蓮
さ

ん

を
除
い

て

は
、

仏
教
に

お

い

て

一

番
『

法
華
経
』

を

使
わ
れ

た
、

と
い

う

事
は

も
う

学
会
の

定
説
で

あ

る
の

は
、

皆
さ

ん

良
く

御
存
知
の

事
だ

と

思
い

ま

す
。

私
も

今
度
そ

う

い

う

客
が

あ
る

と
い

う

事
は

知
っ

て

い

た

ん

で

す
が
、

道
元

禅
師
の

法

華
経
観
と

い

う
よ

う
な

も
の

に

接
し

て
、

こ

れ
は

慚
愧
に

堪
え

な
い

よ

う
な

気
持
な
ん

で

す
。

始
め

て

『

正

法
眼

蔵
』

の

　
「

法
華
転
法
華
」

と
い

う

項
を

拝
読
さ

せ

て

頂
き

ま
し

て
、

大

変
び
っ

く
り

し

た

わ

け
で

す
。

私
が

「

法
華
経
の

精
神
」

と

題
し

ま

し

て
、

題
を
こ

ち

ら
へ

お

届

け
し

た
、

そ
の

時
に

喋
ろ

う
と

思
っ

て

い

た

ぎ
り

ぎ
り
の

と
こ

ろ

と

非

常
に
一

致
し
て

お

る

と
い

う
葺
に

気
が
つ

き
ま

し
て
、

大
変
び
っ

く
り

し

た

よ

う
な

次
第
で

ご

ざ
い

ま

す
。

そ
う
い

う

意
味
で

、

今
後
皆
さ
ん

方

−．
」

共
に

道
元
禅
師
の

法

華
経
の

身
に

体
し

方
と
い

っ

た

も
の

を

共
に

研

究
し

た

い

と

思
っ

て

お

り

ま

す
が

、

実
に

「

法
華
経
の

ル

ー

ツ
」

と
い

っ

た

も
の

を
、

実
に

的
確
に

把
握
し

て

お

ら

れ

る

ん

で

す
ね

。

も

ち
ろ

ん

私

な

ぞ
よ

り

も
修
行
も
学
問
も
優
れ
て

い

た
、

そ

れ
は

当
然
で

ご

ざ

い

ま

す

が
、

実
に

私
は

今
回
の

講
演
を

契
機
と

い

た

し

ま
し

て
、

実
に

ま

あ

感
激
と

申
し

ま

す
か
、

仏
法
の

有
難
さ

と

申
し

ま

す
か

、

仏
教
に

は

各
宗
派
に

分
か

れ
た

教
団
が

現
在
の

日

本
仏
教
で

す

が
、

そ
の

な
か

で

仏
教
と

い

う
総
合
面

と
い

う
か
一

致
点
と
い

う
か

、

そ

れ

が

当
然
と

は

申
し

な

が

ら
、

天
台
の

法
華
と

道

元
禅
師
の

法
華
が
一

致
し

た

と
い

ノ 、

う
こ

と
に
、

身
に

し

み
て

感
ぜ

ら

れ

る

よ

う
な

次
第
で

ご

ざ
い

ま
す

。

　
こ

の

「

法
華
転
法
華
」

に

つ

き
ま

し
て

は
、

短
い

も
の

で

す
か

ら

も

う

皆
さ

ん

御
存
知
の

事
か

と

思
い

ま

す
け
れ
ど
、

駒
沢
大
学
に

関
係
の

な
い

方
も

多
少
お

見
え
に

な
っ

て

お

る

と

思
い

ま

す
の

で
、

そ
の

要
点

を

御
紹
介
い

た

し

ま

す
と

、

大

唐
国
の

曹
渓
山
宝

林
寺
の

大
鑑

禅
師

、

六

祖
慧

能
禅
師
だ

そ
う
で

ご

ざ
い

ま

す
が

、

そ
の

会
下
に

法
達
と
い

う

お

坊
さ

ん

が
い

ま
し

た
。

そ

し
て

自
分
か

ら

称
す

る

の

に

は
、

自
分
は

法
華・
経
を

読
誦
す
る

事
、

既
に

三

千
部
だ

と
、

三

千
回

も
読
誦
し
た

ん

だ

と
。

そ
う

し

ま

す
と
六

祖
が

言
う
の

に

は
、

た

と

え

万

部
読
誦
し

た

と

い

っ

た
っ

て
、

経
を

得
て

い

な
い

奴
に

は

わ
か

ら

な
い

ん

だ

と
。

法

達
と
い

う
そ

の

お

弟
子
は

、

自
分
は

大

変
愚
鈍
で

あ
る

、

そ
し

て

従
来

た

だ

文
字
に

任
せ

て

読
ん

で

る

だ

け
だ

が
、

ど

う
に

か

し

て
、

何
と

か

し

て

宗
旨
を

、

こ

の

本
質
を
で

す
ね

、

明
ら

か

に

し

た

い

と

申
し

ま

し

た
。

そ

う

し

ま

す
と
六

祖
慧

能
禅
師
は

、

「

汝
試
み
に
一

遍
を

誦
す
べ

し
。

」

お

前
は

試
し

に
、

と
に

か

く
一

遍
だ

け
私
の

前
で

誦
し

て

み

な

さ
い

、

わ

し

は

汝
の

た

め

に

解
説

し
て

あ
げ
よ

う
、

と
。

そ

う
し

て
、

そ
の

法
達
と
い

う

方
が

読
誦
し

て

い

て
、

方
便
品
に

到

る

と
、

止
め

な

さ

い

と
六

祖
が
い

わ

れ

た
。

　

こ

れ
は

、

皆
さ

ん

の

お

手
許
へ

差
し

上

げ
た

表
の

第
二

品
、

第
二

章

で

す
ね

。

こ

れ
は

後
に

申
し

上

げ
ま

す
が

、

上

根
の

修
行
者
に

は

理

解

さ

れ
る

法
華
経
の

真
髄
な
の

で

す
。

そ
し

て

「

コ

ノ

経
ハ

モ

ト

ヨ

リ

因

縁
出

世
ヲ

宗
旨
ト

セ

リ
、

タ

ト

ヒ

多
ク

ノ

比

諭
ヲ

ト

ク

モ
、

コ

レ

ヨ

リ
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コ

ユ

ル

コ

ト

ナ

シ
」

と
こ

う
い

う

事
を

言
っ

と

る
わ

け
で

す
。

こ

れ

は

ど

う
い

う
こ

と

か

と

申
し

ま

す
と

、

こ

れ
か

ら

申
し

上

げ
る

こ

と
、

ま

あ
、

結
論
を
先
に

申
し

上

げ
て

し

ま

い

ま

す
が
、

法
華
経
の
、

成
立

的

に

も

原
始
分
と

申
し

ま

す、

原
初
形
態

、

そ
の

、

も
っ

と

も
出

発
点
と

申
し

ま

す
か

、

本
論
と

申
し

ま

す

か
、

仏
教
学
的
に

出
発
点
と

も

な

り
、

本

論

と

も
な

る

思
想
を

述
べ

て

お

る

の

が
、

こ

の

方
便
品
な
ん

で

す
。

で

す
か

ら
、

方
便
品
だ

け
が

重
要
で

は

も
ち

ろ

ん

ご

ざ
い

ま
せ

ん

が
、

宗
派
や

学
派
の

解
釈
を

は

な

れ
て

み

て

も
法
華
経
の

本

質
的
な

思

想
で

す
。

　
六

祖
は

つ

づ

け
て

「

何
者
因
縁
ト

イ

フ

ニ

、

唯
一

大
事
ナ

リ
、

唯
一

大

事
ハ

、

即
仏
知
見
ナ

リ
。

開
示
悟
入

ナ

リ
。

オ

ノ

ツ

カ

ラ

コ

レ

仏
之

知
見
ナ

リ
。

巳
二

知
見
ヲ

具
ス

。

彼
レ

既
二

是
レ

仏
ナ

リ
。

汝
イ
マ

マ

サ

ニ

信
ズ

ベ

シ
。

仏

知
見
者

、

只

汝
力

自
心
ナ

リ
。

」

重

ね
て

示
す
偈

と

し
て
、

「

心

迷
ヘ

パ

法
華
二

転
ゼ

ラ

レ
、

心

悟
ラ

バ

法
華
ヲ

転
ズ
」

と
、

即

ち
い

く
ら

何
万
遍
読
ん

で

も
心

が

迷
っ

て

い

る

と

法
華
経
に

振

り

廻
さ

れ

ち
ゃ

う

ん

だ

と
。

こ

の

「

迷
フ

」

と

い

う

意

味
は

重

要
な

内

容
を

も
っ

て

い

る

と

思
わ

れ、

釈
尊
の

真
の

精
神
を

理

解
し

て

い

な
い

と
一

応
申
し

ま
し

ょ

う

が
、

天
台
の

摩
訶
止
観
に

「

無
法
愛
」

と
い

う

十
乗
観
法
の

最

後
に

あ
り

ま

す
よ

う
に

、

こ

の

仏
法
だ

け
が

す
ぐ
れ

て

い

る

の

だ

と
い

う

仏
法
へ

の

愛
着
す
ら

否
定
さ

れ
て

お

る

わ

け
で
、

法

華
経
に

説

か

れ
る

説

を

信

奉
す
る

こ

と

す
ら

迷
う
内

に

入

る

わ

け

で

す
。

さ

ら
に

こ

れ
と

対
句

と
し

て

「

心

悟
レ

バ
、

法

華
を

転
ズ

」

と
、

公

開
講
演
『

法

華
経
』

の

精
神

法
華
経
を

自
由
自
在
に

行
使
し

理

解
す

る

こ

と

を
強

調

す

る

わ

け

で

す
。

さ

ら
に

誦
す
る

事
久
し

き
も

、

己
れ

を
明
か

さ

ざ

る

は
、

義
の

た

め

に

讐
家
と
な

る

と

述
べ

て
、

仏
教
の

本
質
を

理

解
し

な
い

で

法

華
経

の

教
義
を

振
り

ま

わ

す
と
か

え
っ

て

讐
に

な
っ

て

し

ま

う
ん

だ
と

。

と

い

う

事
を

申
し

ま

す
。

そ
の

お

話
を

道
元
禅
師
は

引
き
ま

し

て
、

法
華

経
と

い

う

も
の

が
、

た

だ
釈
迦
如
来
だ

け

じ
ゃ

な

く
て
、

十

方
三

世
、

一

切
諸
仏
の

「

転
法
華
」

で

あ
り

、

「

法
華
転
」

だ
と

そ

う
い

う

事
を

ま

ず
申
し

ま

す
。

　
こ

こ

で

六

祖
と

法
達
の

話
を
引
用
し

た

と

申
し
ま

し

た

が
、

実
は

道

元

禅
師
の

法
華
経
観
を

述
べ

た

あ
と

に

引
用
さ

れ
る

わ

け
で

、

も
ち

ろ

ん

六

祖
の

「

法
華
転
法

華
」

の

精
神
か

ら

こ

の

『

正

法
眼

蔵
』

の

第
十

七

章
に

入

れ

ら

れ

る

内
容
が

出
て

き
た

わ

け
で

、

中
国
禅
家
も
法

華
経

の

真
髄
を

こ

の

よ

う
に

理
解
し

た

と

い

う

こ

と
は

、

大

変
興
味
深
い

わ

け
で

あ
り

ま

す
。

い

ま

中
国
禅
を

云

々

す
る

こ

と
は

避
け

ま

す
が

、

従

来
「

直
指
人
心
・

不

立

文
字
」

を

禅
家
の

特
色
の

よ

う

に

い

わ

れ
、

中

国

伝
統
の

学
問

形

態
の

う
ち

に

育
ま

れ
た

義
学
中
心
の

仏

教
学
に

対
す

る

批
判
と

反
省
か

ら

釈
尊
の

本
質
に

ふ

れ
よ

う
と
し

た

禅
林
で

は
、

経

論
研

究
は

殆
ん

ど

無
視
さ

れ

て

い

る
よ

う
に

云
わ

れ

ま

す

が
、

「

法
華・

転
法

華
」

に

つ

い

て

は
、

他
に

も

そ
の

例

証
は

数
多
く
あ
り

ま

す

が
、

実
に

よ

く

経
典
を

熟
読
理
解
し

た

上
の
、

実
に

鋭
い

経
典
観
で

あ
ろ

う

と

思
い

ま

す
。

あ

と
で

申
し

上

げ
ま

す

よ

う
に

、

中
国
仏
教
家
の

法
華

経
解
釈
の

め

ざ

し

た

も
の

が
、

「

心
迷
え

ぽ

法
華
に

転
ぜ

ら

れ
、

心
悟

七
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公
開
講
演
『

法
華
経
』

の

精
神

れ
ば

法
華
を

転
ず
」

の
一

句
に

凝
縮
し

た

よ

う
に

思

え

て

な

り

ま

せ

ん
。

　
さ

て

道．
兀

禅
師
の

法
華
経
観
で

す
が

、

『

正

法
眼
蔵
』

の

研
究
家
や

曹

洞
の

宗
風

に

よ

る

解
釈
と

多
少
異
る

面
も

あ
ろ

う

か

と

存
じ

ま

す
が
、

今
日

私
が

述
べ

よ

う

と

す
る

趣
旨
の

一

面
か

ら
だ

け
、

私
な
り

に

理

解

し

た

こ

と

を
、

ち
ょ

っ

と

申
し

上
げ
て

お

き
た

い

と

存
じ

ま

す
。

ま

ず

道
元
さ

ん

は
、

十
方
仏

土

中
は

法
華
の

唯
有
な

り

と

申
し
て
、

十
方
三

世
一

切
諸
仏
や

阿
耨
多
羅
三

藐
三

菩
提
の

衆
は
、

転
法
華
・

法
華
転
だ

と

中
す
の

で

あ
り
ま

す
。

す
な

わ

ち

法
華
経
は

釈
迦
仏
と

十

方
諸
仏
の

「

乃

能

知
是
事
」

の

甚
深
無
量
の

法
で

あ
り
、

文
殊
師
利
仏

と

し
て

、

釈
迦

年
尼
仏
と

し
て

、

普
賢
仏
と

し

て

の
「

法

華
転
」

で

あ
り

、

弥

勒
に

授
記
す

る

「

法
華
転
」

で

あ
る

と

す

る

の

で

あ
り

ま

す
。

さ

ら
に

こ

の

法
華
は

過
去
七

仏
お

の

お

の

に

究
尽
さ

れ
た

も
の

で
、

西
天
竺
・

東
震

旦

に

至

る

も
の

で
、

三

十
三

祖
大
鑑
に

至
る

も
唯
有
一

乗
法
で

あ
る

と

し

て
、

青
原
・

南
岳
の

法
門
に

も

転
ぜ

ら

れ
、

嫡
仏
仏

嫡
の

開
示

悟
入

と
し

て

の
「

華
転
」

で

あ
る

と

ま
で

申
し
、

高
祖

曹
谿
古
仏
な

ど
と

い

う

表
現
す

ら

現
わ

れ

る
の

で

あ
り

ま

す
。

こ

れ
は

法

華
経
が

法
の

普
遍
性

を

も
っ

て

い

る
こ

と

を
如
実
に

現
わ

し
て

お

る

わ

け
で

ご

ざ
い

ま

す
。

　

さ

ら
に

方
便
品
の

「

唯
仏
与
仏
」

コ

大
事
因
縁
出
現
於
世
」

「

如
是

相
」

「

仏
之

知
見
」

「

世

間
相
常
住
」

な

ど
の

用

語
を

駆
使
し

て
、

法
華

経
の

精
神
は

あ
ら

ゆ

る

も
の

に

展
開
し

て

い

く
こ

と
を

述
べ

て

い

る

も

の

と

考
え

ら

れ

ま

す
。

ま
た

先
に

申
し
た

六

祖
の

「

心

迷
ヘ

バ

法

華
二

八

転
ゼ

ラ

レ

L

を
、

そ
の

ま

ま

肯
定
し

て
、

劫
よ

り

劫
に

い

た

る

も

法
華

な

り
、

昼
よ

り

夜
に

い

た

る

も
法

華
な

り

と
、

現
実
の

あ
り
の

ま

ま
の

す
が

た

も

法
華
の

展

開
で

あ
る

と

す
る

わ

け
で

、

後
に

申
し

ま

す
よ

う

に

法
華
経
の

精
神
は
、

あ
ら

ゆ
る

仏
教
に

及
び

得
る

と
い

う
一

面
を
、

禅
風
に

解
釈
し

た

も
の

に

外
な

ら

な
い

と

思
い

ま

す
。

　
ま

た

「

法
華
転
」

と

「

転
法

華
」

に

つ

い

て

も、

単
に

迷
と

悟
に

分

判
し

な
い

で
、

凡
そ

こ

の

諸
仏
如
来
の

知
見
波
羅
蜜
は
、

広
大
深
遠
な

る

法
華
転
で

あ
り

、

授
記
は

自
己
の

開
仏
知
見
で

あ
っ

て
、

他
の

授
く

る

も
の

で

な
い

の

が
「

法
華
転
」

だ

と
し

て
、

こ

れ
が

心
迷
は

ぽ

法
華
に

転
ぜ
ら

れ
る

こ

と
と

す
る
の

で

す
。

し

か

も
心

悟
れ
ば
法

華
を

転
ず
る

と
い

う
こ

と
は

、

法

華
が
わ

れ

ら

を
転
ず
る

力
が

究
尽
し

た

と

ぎ
、

か

え
っ

て

自
ら

転
ず
る

如
是
力
を

現
成
す
る

こ

と

で
、

こ

の

現
成

が

「

転

法
華
」

で

あ
る

と
、

い

わ

ゆ
る

道
元
流
の

解
釈

を
し

て

お

り

ま
し

て
、

三

草
二

木
の

譬
や
髻

珠
の

喩
、

さ

ら
に

地
涌
の

宝

塔
な
ど

、

さ

ら
に

或

現
仏
身
而

為
説
法
の

妙
音

菩
薩
品
や
観
音
普
門
品
ま
で

法
華
経
の

流
通

分
の

追

加
ま
で

も
転
法
華
と

理

解
し

て

い

る

よ

う
で

す
。

こ

の

点
は

道

元

禅
師
の

思
想
か

ら

多
少
は

ず
れ

て
お

る

よ

う
で

す
が

、

後
に

申
し

上

げ
る

私
の

主

張

と

共
通
し

て

お

り

ま
す
の

で
、

一

言

附
け
加
え

て

お

き

ま

す
。

　

以
上

申
し

た

こ

と
は
、

あ

く
ま
で

こ

れ
か

ら
の

話
の

前

置
き
な
ん

で

す
が

、

し

か

し

『

法
華
経
』

と
い

う
も
の

が
、

本
当
に

道
元
禅
師
が

あ

れ
ほ

ど

素
晴
ら

し
い

理
解

、

解

釈
を

示

し

た
の

は

そ

う
い

う
と
こ

ろ

に
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あ
る

ん

だ
、

と
い

う
こ

と
で

す
ね

、

あ
る

意
味
で

は

そ

う
い

う

下
地

、

受
け
入

れ
ら

れ
る

も
の

が

あ
っ

た

か

ら
こ

そ
、

法
華
経
と

い

う
も
の

が

日

本
文
化
の

中
に

浸
透
し

て

い

っ

た

ん

だ
と

も
言
え
ま

す
け
れ
ど

も
、

私
は

そ

う
い

う
事
よ

り

も
、

や
は

り

法

華
経
そ
の

も
の

に

そ

う
い

っ

た

素
地
が

本
質
的
に

あ
っ

た

ん

で

は

な
い

か
、

そ

う
い

う
事
を

時
間
的
に

申
し

上

げ
き
れ
ま

す
か

ど

う
か

わ

か

り

ま
せ

ん

け

れ
ど
、

一
三
口

申
し

上

げ
て

み

た

い

と

思
い

ま

す
。

法
華
経
の

成
立

　
そ
こ

で
、

差
し

上
げ
た

資
料

、

法
華
経
の

科
文
の

一

覧
表
の

下
を

見

て

い

た

だ

き
た

い

と

思
い

ま

す
。

　
こ

こ

で

現
行
妙

法
華
と

い

う
の

は
、

現
在

実

際
に

読
ま

れ
て

い

る

『

妙
法

蓮
華
経
』

二

十
八

章
、

そ

れ
か

ら
、

『

正

法
華
経
』

と
い

う
の

は
、

そ
れ
よ

り

も

約
百
二

十
年
ほ

ど

前
に

訳
さ

れ
た

竺

法
護
訳
の

『

正

法
華
経
』

と
い

う

も
の

な

ん

で

す
。

で

現
在
読
ま

れ
て

る

の

は

言
う

ま

で

も
な
く
鳩
摩
羅
什
が

四

〇
六

年
に

訳
し

た

『

妙
法
蓮
華
経
』

で

ご

ざ

い

ま

す
。

そ
し
て

、

現
在
二

十
八

品
で

す
け

れ
ど

、

羅
什

が

翻
訳
し

ま

し

た

時
は

十
二

番
目
の

『

提
婆
達
多
品
』

と
い

う
の

が
、

独
立
し
て

お

ら

な

く
て
、

前
の

『

見
宝
塔
品
』

の

中
に

位

置
し

て

お
っ

た

と
い

う
の

で
、

羅
什
の

翻
訳
し

た

の

は

二

十
七

品
で

あ
っ

た

わ

け
で

す
。

つ

い

で

な
が

ら
、

こ

こ

に

書
き
ま

せ

ん

で

し

た

が
、

今
よ

く

「

浄
土

三

部
経
」

だ

と

か

あ
る

い

は

「

護
国
三

部
経
」

と

「

三
」

を

つ

け
て

い

う

例
が

多

　
　

公

開
講
演
『

法
華
経
』

の

精
神

い

で

す
が

、

『

法
華
経
』

に

は

『

無
量
義
経
』

一

巻
、

『

法
華
経
』

が

八

巻
の

二

十
八

章、

　
二

十
八

品
、

そ
れ
か

ら

『

普
賢
観
経
』

正
式
に

は

『

観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』

と
い

う

経
典
が

あ
り

ま
し

て
、

こ

れ
を

法
華

三

部
経
と

、

天
台
大
師
の

時
は

そ
ん

な
事
言
っ

て

は

お

り

ま
せ

ん

が
、

し

か

し

そ

う
い

う
よ

う
に

位
置
づ

け
て

い

ま

す
。

そ
し

て

現
在
日

蓮
宗

の

方
で

は
、

開
経、

結
経
と

し
て

「

法
華
三

部

経
」

と

し

て

重
要
視
し

て

い

ま

す
。

こ

れ

が
「

浄
土
三

部
経
」

と

ど
っ

ち

が

早
く

云
わ

れ

始
め

ま

し

た
か

わ

か

り

ま

せ

ん

が
、

共
に

有
名
な

言
葉
に

な
っ

て

お

り

ま

す
。

　

そ
こ

で

二

十

八

品
と

『

無
量
義
経
』

一

巻
、

『

普
賢
観
経
』

一

巻
で

、

ち
ょ

う

ど
三

十
に

な
り

ま

す
ね

。

そ
れ
か

ら
八

巻
と

こ

れ
を

加
え
る

と

ち
ょ

う

ど

十
巻

。

そ

れ
で

比

叡
山
を

開
か

れ
た

最
澄
さ

ん

は
、

比

叡
山

で

あ
る

時
期
修
行
し
て

か

ら
、

天

台
大
師
の

御
命
日

に

法
華
十
講
と
い

う
も
の

を

始
め

ら

れ
た

。

法
華
経
の

講
義
で

ご

ざ
い

ま

す

ね
。

そ
れ

が
、

法
華
十
講
と

は

十
回
や

る

わ

け
で

す
ね

。

大
体
、

四

日

か

ら

五

日

か

け
て

や
っ

た

の

が

多
い

よ

う
で

す
。

そ

れ
か

ら

各
品
ご

と
に

講
義
を

し
、

あ
る

い

は

読
み

、

そ

れ
が

現
在
は

多
分
に

儀
式
化

、

儀
礼
化
し

て

お

り

ま

す
が
、

当
時
も
儀
礼
化
し

て

お

り
、

講
義
の

前
後
に

で

す
ね

、

い

ろ

ん

な

仏
教

法

要
が
つ

い

て

い

た

わ

け
で

す
。

そ

れ
が

法
華

，．

十
講

と

呼
ば
れ
る

。

そ

う
い

う
よ

う
に

で

す
ね

、

国

文
学
な
ど

見
ま

す
と

常

に

法
華
十
講

、

法
華
三

十
講
と
い

う
の

は

出
て

ま
い

り

ま
し

て
、

現
在

で

も
大
き
い

寺
で

は

行
っ

て

お

り

ま

す
。

九
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公
開
講
演
『

法

華
経
』

の

精
神

　
余
談
は

さ
て

お

き
ま

し

て
、

法
華
経
と
い

う

経
典
は

下
の

い

ろ

ん

な

成
立
史
と

書
い

て

あ
る

と
こ

ろ
で

も

見
ら
れ
ま

す
よ

う
に

、

割
合
と

こ

の

古
い

層
か

ら

新
し

い

層
、

後
か

ら

だ
ん

だ

ん

附
加
さ

れ

た

と

い

う

事

が
で

す

ね
、

割
合
わ

か

り

や

す
く
、

と
い

い

ま

す
か
、

悪
く
言

え

ば

非

常
に

下
手
く

そ
の

、

そ
の

作
り

方
だ
、

と
い

う

事
に

な
る

か

も
し

れ
ま

せ

ん

け
れ
ど
、

そ

ん

な
と

こ

ろ

か

ら

も
中
国
仏
教
に

お

い

て

も
、

法
華

経
と
い

う
も
の

が
一

度
に

で

き
た

も
ん

で

は

な

く
し

て
、

後
か

ら

付
け

加
わ
っ

た

も
の

が

あ
る

の

で

は

な
い

か

と

い

う
疑
問
が
持
た

れ
て

お
っ

た

わ

け
で

あ
り

ま

す
。

　
そ

の

ま

ず
第
一

が
、

現
在
の

妙
法
華
の

二

十
二

に

嘱
累
品
と
い

う

あ

れ
が

あ
り

ま

す
。

こ

れ
は

で

す
ね

、

般
若
経
典
の

中
に

も
、

経
典
の
一

番
最
後
で

は

な

く
し

て
、

中
途
に

は

い

っ

て

い

る

の

も

あ
る

そ
う
で

す

け
れ
ど
、

こ

の

法
華
経
の

場
合
は

途

中
に

は

い

っ

て

い

る
。

こ

の

嘱

累

品

と
い

う

性
格
は

、

お

釈
迦
さ
ん

が

経
を

説
い

た
、

そ
の

お

釈
迦
さ

ん

の

滅
後
そ
の

経

を
ど
の

よ

う
に

皆
は

護
持
し
て

っ

た

ら
い

い

か
、

守
っ

て

っ

た

ら
い

い

か
、

そ
れ
か

ら
こ

の

お

経
に

よ
っ

て

で

す
ね

、

ど
の

よ

う

な

利
益
を

受
け
る

か
、

あ
る

い

は

加

護
を

受
け

る

か
、

ま
、

そ

う
い

う

よ

う
な
事
を

書
い

て

あ
る

の

が

嘱
累
品
の

牲
格
で

ご

ざ
い

ま
す

。

そ

ん

な

事
か

ら

羅
什
訳
に

二

十
二

番
で

す
が

、

経
典
の
一

番
最
後
に

く
る

の

が

大

体
普
通
で

ご

ざ
い

ま

す
。

　

今
の

論
文
で

言
う
と

序
論、

本

論
、

結
論
と
い

い

ま

す
が
、

結
論
と

は

ち
ょ

っ

と

性

格
が

違
っ

た

内
容
で

流
通
分
と

申
し

ま

す
が

、

形
の

上

一

〇

か

ら

言
え

ば

経
典
の

結
論
で

あ
り
ま

す
。

と
こ

ろ
が

『

正

法
華
』

を

見

ま

す
と

、

こ

れ

が

最

後
の

二

卜
七

番
目

へ

い

っ

て

い

ま

す
。

こ

の

『

正

法

華
』

の

方
は

羅

什
と

同
じ

よ

う
に

、

や
は

り

提
姿
達
多
品
が

見
宝
塔

品
の

中
に

ふ

く

ま

れ
て

い

て
、

提
姿
達
多
品
と

し

て

独
立
し
て

お

ら
な

い

も
ん

で

す
か

ら
、

二

十
七
に

な

る

わ

け
で

す
。

と

こ

ろ

が

羅
什
訳
の

方
が

翻
訳
さ

れ
た

年
代
は

、

新
し

い

ん

で

す

ね
、

百

数
十

年
。

し

か

し

な
が

ら

現
在

多
く
の

法
華
経
の

成
立
に

つ

い

て

研
究
さ

れ
て

い

る

全

部
の

学
者
が
、

や

は

り

嘱
累
品
が

前
に

あ
る

の

が

お

か

し

い

と

感
じ
て

『

正

法
華
』

の

原
本

、

梵
本

が
一

番

後
ろ

へ

同
し

た

ん

だ

と

言
っ

て

お

り

ま

す
。

そ
ん

な

と
こ

ろ

か

ら
、

形
か

ら

見
ま

す
と

で

す
ね

、

第
二

十

三

品
、

二

十
四

品
、

二

十
五

品、

二

十
六

品
、

二

十
七

品、

二

十
八

品

と
い

う

も
の

が
、

い

ろ

ん

な
い

き
さ
つ

が

あ
っ

て
、

付
け

加
っ

た

ん

だ

と
い

う
の

が

大
体
現
在
の

定
説
で

ご

ざ
い

ま

す
。

　
実
際
に

お

い

て
、

こ

の

法

華
経
の

内
容
を

見

て

み

ま

す
と
で

す
ね
、

法
華
経
二

十
八

品
を
一

つ

の

脈
絡
あ
る

形
に

付
け
加
え

て

い

な
け

れ
ば

い

け

な
い

の

で
、

多
分
に

前
の

品
、

前
の

思
想

、

前
の

表
現

、

前
の

舞

台
　
　
法
華
経
は

非
常
に

ド
ラ

マ

チ

ッ

ク

な

文
学
的
な

作
品
で

ご

ざ
い

ま

す
か

ら
、

そ

う
い

う

も
の

を

合
わ
せ

る

た

め

に

　
　
そ

れ
に

合
う
よ

う
な

表
現
が
つ

け

加
え
ら

れ
て

お

り

ま

す
け
れ

ど
、

二

十
三

品
以

後
は

で

す
ね

、

必
ず
し

も
法
華
経
に

ど

う
し

て

も
必

然
的
に

な

く
て

は

な

ら

な
い

と

い

う
内
容
じ
ゃ

な
い

ん

で

す
。

も

ち

ろ
ん

、

そ
の

中
に

法
華
経

が

す
ぐ
れ
た

経
だ

と
か

、

法

華
経
を

読
誦
す
る

と
こ

れ
こ

れ
の

功
徳
が
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あ
る

と

か
、

法
華
経
を
護
持
し

な
さ

い

と
い

う
事
は

述
べ

ら

れ
て

い

ま

す
が
、

法
華
経
自
体
の

思
想
か

ら

言
え

ぽ
、

傍
系
と

言
い

ま

す
か

、

い

ろ

ん

な
信
仰
が

附
加
さ

れ
て

き
た

と
い

え

る

の

で

す
。

　

例
え
ば
二

十
三

品
の

『

薬
王

菩
薩
品
』

、

薬
王

菩
薩
本
地

品
と
い

う

の

が

正

式
な

名
前
で

す
が
、

要
す
る
に

薬
王

菩
薩
の

前
世
の

苦
行
が

語

ら

れ
て

い

ま

す
。

日

月
浄
明
得
仏
と

、

法
華
経
の

た

め

に
、

薬
王

菩
薩

が

自
分
の

肘
を

焼
い

て
、

焼
身
供

養
あ
る

い

は

指
灯

供
養
し

た

と
い

う

の

で

す
。

そ
し

て

自
分
自
身
の

最
も

大
事
な

も
の

、

そ

れ
は

自
分
自
身

の

肉
体
で

す
よ

ね
、

こ

れ
は

法
隆
寺
の

玉

虫
厨
子
に
、

飢
虎
の

た

め

に

身
を

捧
げ
た
ジ

ャ

ー

タ

カ

物
語
、

釈
尊
の

前
世
の

物
語
な

ぞ
あ
り

ま

す

け
れ

ど、

そ

う
い

う

薬
王

菩
薩
の

信
仰
で

す
。

　

そ
れ
か

ら
二

十
四

品
の

『

妙
音

菩
薩
品
』

と
い

う
の

は
、

妙
音
菩
薩

が

十
六

種
の

三

昧
を

得
て

衆
生
の

た
め

に

梵
王

だ

と
か

帝
釈
天
・

自

在

天
・

居
士
・

祭
官
・

バ

ラ

モ

ン

・

僧
・

尼
・

信
士
・

信
女
等
三

十

四

種
の

種
々

に

身
を
現
じ

て

法
華
経
を

説
く
こ

と

を

述
べ

ま

す
が

、

次
の

観
音
普
門
品
の

で

す
ね

、

三

十
三

身
示
現
と
ほ

と
ん

ど

同

じ

で

す
が

、

そ
の

色
身
三

昧
と

い

う
三

昧
を

得
る

事
が
で

き
た

、

と

そ
ん

な

信
仰
で

す
。

　
そ

れ
か

ら
『

観
世

音
菩
薩
普
門
品
』

、

こ

れ
は
一

般
に

有
名
な

、

で

す
ね

。

こ

れ
は

三

十
三

身
説
で

、

三

十
三

に

身
を

変
え

た

と
い

う
。

こ

れ
は

前
の

『

妙

音
菩
薩
品
』

と

大
体
同
様
で

す
。

余
談
で

す
が

、

同

じ

よ

う
に

数
え

て

い

く
と

、

三

十
四

身
な
ん

で

す
よ

ね
。

と
こ

ろ

が

現

在

　
　

公

開
講
演
『

法

華
経
』

の

精
神

中
国
へ

行
き
ま

す
と

や
は

り、

観
音
さ
ん

は

三

十
四
に

示
現
し

た
、

身

を

変
え

た

と
い

う

あ
れ

が
、

私
の

経
験
し

た

寺
で

は

皆
、

三

十
四

身
の

よ

う
で

す
ね

。

と
こ

ろ

が

ど
う

も
天
台
大

師
が

初
め

て

三

十
三

と

言
い

始
め

た

ら
し

い

ん

で
、

数
か

ら

い

っ

て

ど
っ

ち
が

ど

う
い

う

も
の

か
、

こ

れ

ま

だ

研

究
し

て

ご

ざ
い

ま

せ

ん

け
れ

ど
、

似
た

よ

う

な

信
仰
で

ご

ざ
い

ま

す
。

念
彼
観
音
力
に

よ
っ

て
、

火
難
・

水
難
・

刀

杖
難
等
の

七

難
か

ら

免
れ
る

と
、

い

う
信
仰
で

す
。

　
そ

れ

か

ら

の

次
の

『

陀
羅
尼
品
』

は
、

要
す

る

に

陀
羅
尼
と
い

う
も

の

は

経
典
以

外
に

も
独
立
し

て

イ

ソ

ド

で

も
随
分

、

い

ろ

ん

な

厄
災
か

ら
逃
れ

た

り
、

あ
る

い

は

法
を

得
る

た

め

に

さ

れ
た

も

の

で

す
。

そ

う
い

う

陀
羅
尼
の

信
仰
と
い

う

も
の

が

『

法
華
経
』

に

結
び
つ

い

て

く

る
Q

　

そ
れ

か

ら

『

妙
荘
厳
王
本

地
品
』

。

妙
荘
厳
王

の

前
世
の

話
で

王

の

子
供
が

で

す
ね

。

こ

れ
は

第
七

化
城
喩
品
に

も
出
ま

す
が

、

釈
尊
の

旧

家
前
の

子
供
の

羅
喉
羅
と

似

た

よ

う
な
設
定
に

な

り
ま

す
け
れ
ど

、

そ

の

二

人
の

子
供
が

で

す
ね

出

家

し
て

、

外
道
の

信
仰
し

て

い

た

父
の

王

様
を

仏
教
の

信
仰
に

変
え

さ
せ

た
、

と
い

う

そ
ん

な
ふ

う
な

信
仰

。

　
そ

れ

か

ら

最
後
の

『

普
賢
菩
薩
勧
発
品
』

は

普
賢
信

仰
で

す
。

現
在

で

も
普
賢
信
仰
と
い

う
の

は
、

普
賢
菩
薩
と
い

う

表
現
は

、

最
も
抽
象

的
な

表
現
で
、

も
う

菩
薩
の

代

表
的
抽
象
的

表
現
だ

と

言
わ

れ
て

お

り

ま
す
が
、

こ

れ
は

華
厳
経
に

で

て

く
る
信

仰
で

、

華
厳
だ

け
に

は

限
り

ま
せ

ん

け

れ

ど
、

『

華
厳
経
』

に

出
て

く

る
の

も
普
賢
信
仰
が

大
き
く

二
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公
開
講
演
『

法
華
経
』

の

精
神

出
て

き

ま

す
。

　
こ

の

よ

う
に

二

十
三

品

以

下
は

、

曹
洞
宗
の

方
々

に

は

細
か

く
説
明

し

す

ぎ
た

よ

う
か

も

し

れ

ま
せ

ん

け

れ

ど
、

要
す
る

に

こ

の

五

品
が

な

く

と

も

『

法
華
経
』

の

内
容、

思

想

内

容
に

は

ち
っ

と

も
変
り
は

な

い
。

も
っ

と
面
白
い

事
に

は

で

す
ね

、

中
国
で

『

妙
法
蓮

華
経
広
量
天

地
品
第
二

十
九
』

い

う

偽

経
が

あ
り

、

二

品
に

つ

づ

け

た
つ

も

り
で

し

ょ

う
o

　
さ

ら
に

、

こ

れ

も
敦
煌
出
土
の

も
の

で

す
が

、

『

妙
法
蓮
華
経
馬
鳴

菩
薩
品
第
三

十
』

と

い

う
の

も
で

き
て

く
る

。

つ

ま
り

法
華
経
で

は

い

ろ

ん

な

信
仰
が
ど

ん

ど

ん
、

付
け

加
え

ら
れ

た

と
い

う
こ

と
で

す
。

　
話
の

中
途
で

申
し

わ

け
あ
り

ま
せ

ん

が
、

結
論
を

先
に

申
し

上

げ
る

　
　
　

　
　
　

　
　
う
　
　　
ヘ
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　マ
　
　

　ぬ　
　　ヘ
　

　
　マ
　

　
　ろ
　

　　ヘ
　
　

　
ヘ
　

　　
へ

な

ら

ば
、

法
華
経
の

精
神

、

あ
る

い

は

法
華
経
が

目
指
し

て

お

る

も
の

は
、

先
程
道
元
禅
師
の

「

法
華
転
法
華
」

の

所
に

も
ち

ら

り
と

出
る

よ

う
に
、

釈
迦
仏
だ

と

か
、

あ
る

い

は

文
殊
仏
だ
と

か
、

十
方
諸
仏
だ

と

か
、

あ
ら

ゆ
る

諸
仏
に

よ
っ

て

説

か

れ

た
、

あ
ら
ゆ

る

諸
仏
の

共
通

の
、

あ
る
い

は

あ
ら

ゆ

る

諸
仏
の

証
明
さ

れ

た

内
容
が

根
底
に

あ
る

ん

だ
、

と
い

う

事
で

す
。

と
い

う

事
は

、

そ
の

根
底
さ

え
は

ず
さ

な

け
れ

ぽ
、

そ
の

根
底
に

基
づ

く
な
ら

ば
、

あ
ら

ゆ

る

信
仰
が
『

法
華
経
』

に

理

論
的
に

は

加
わ
っ

て

も
か

ま

わ

な
い

う
い

う
こ

と
で

す
。

法
華
経
の

成
立

史
的
に

も
二

十
二

の

嘱
累
品
以

後
が

加
わ
っ

て
い

る

ん

で

す
。

ま

た

中
国
に

お

い

て

も
二

十
九
品

、

あ
る

い

は

三

十
品
と
い

う
よ

う

な

も

の

が

加
わ

っ

た
と
い

う

例
も
ご

ざ

い

ま

す
。

こ

う
い

う

と
こ

ろ

か

ら

し

一

二

ま

し

て
、

既
に

中
国
で

『

嘱

累
品
』

が

中
途
に

あ
る

の

は

疑
問
視
さ

れ

て

い

ま

す
が

、

こ

の

よ

う
な

点
か

ら

推
し

進
め

て

法

華
経
の

原
型
を

探

り

出
し

て

み

た

い

と
い

う
の

が
、

本
日
の

講
演
の

ね

ら
い

で

も
あ

り

ま

す
。

　
法
華
経
科
・

成
立
一

覧
表

を

み

て

下

さ

い
。

一

番
下
の

欄
で

第
一

類
、

第
二

類、

第
三

類
と
一

応
法
華・

経
の

成
立

を

研

究
さ

れ

た
先

生
方

の

共
通
し

た

説

を

ま
と

め

て

み

ま
し

た
。

多
少
の

表
現
や

区
切
や

成
立

年
代
の

違
い

は

あ

り
ま

す
け

れ
ど

大
体
こ

の

よ

う
に

ま

と

め

ら

れ

ま

す
。

そ
し

て
、

本
田

義
英
先

生
な

ぞ
は

、

第
一

類
・

第
二

類
・

第
三

類

の

下
に

A
・

B
・

C
・

D
・

E
・

F
・

G
と

抜
き
出
し

た
の

が

後
世
の

附
加
分
で

、

そ

れ

以

外
の

と
こ

ろ

が

法

華
経
の

原
始
分
だ

と

さ
れ
て

い

ま

す
。

そ
の

う

ち

最
も

古
く

形
成
さ

れ

た
の

が

第
一

類
、

第
二

類
の

う

ち
、

下
に

抜
き
出
し

た

も
の

以

外
の

も
の

だ

と

申
し

て

お

ら

れ
ま

す
。

そ

れ

か

ら

嘱
累
品
の

以

後
を

、

そ
の

後
に

付
け

加
え

ら

れ

た

も
の

だ

と

し

て

お

り

ま

す
。

さ

ら
に

他
の

先

生

方
は

本
田

先
生
が

原

始
分
と

申
し

ま

し

た

中
に

も
、

第
一

類
、

第
二

類
の

分
類
を
さ

れ

る

方
が

相
当
お

ら

れ
ま

す
。

　

そ
の

代
表
的
な

方
が

布
施
浩
岳
先
生
の

説
と

思
う
わ

け
で

あ
り

ま

す

が
、

プ

リ
ソ

ト

に

も

あ
り
ま

す
よ

う

に
、

中
村
元
先
生
や

田

村
芳
朗
先

生
な

ど
も、

区
分
の

仕
方
や

成
立

年
代
に

つ

い

て

は

多
少
異

な
っ

て

お

り

ま

す
が
、

大
体
似
た

よ

う
な
区

切
り

を

し

て

い

ま

す
の

で
、

一

応
私

も

そ

れ
に

順
じ

た
わ

け
で

ご

袖

い

ま

す
。
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そ

う
し

て

み

ま

す
と

、

第
一

類
の

中
に

「

原
始
法
華
経
」

と
い

う

名

称
を
一

応
書
い

た

わ

け
で

す
が

、

こ

れ
は

偈
頌
が

先
か

、

長
行
が

先
か

、

一

般
の

言
葉
で

い

い

ま

す
と
散
文

体
と

詩
偈
と
ど
っ

ち

が

先
か

は
一

概

に

は

言
え

な
い

の

で

す
け
れ
ど

、

ま

大
体
に

お

い

て

詩

偈
の

方
が

先
に

成
立
し

た

と
い

わ

れ
て

お

り
ま

す
。

結
果
か

ら

言
え

ば
、

長
行
を

詩
に

し
た

の

を

重
頌

、

内
容
を

重
ね

て

頌
に

し

た
こ

と

を

申
し

ま

す
が

、

そ

う
い

う

も
の

な

ぞ
が
多
い

点
か

ら

し

て

大
体
や
は

り

偈
頌
の

方
が

先
だ

っ

た
ん

で

あ
ろ

う

と
い

わ

れ
て

お

り

ま

す
。

布
施
先
生
は

ま

ず
西

暦
前

百

年
頃
偈
頌

が
成
立

し
、

そ
の

後
で
、

西
暦
前
五

十

年
頃

、

長
行

、

散

文
体
が

成
立

し

た

ん

だ
、

と
説
い

て

お

り

ま

す
。

そ

れ

か
ら

そ
の

後
に

い

わ

ゆ

る

第
二

期
と

し
て

、

法
師
品
か

ら

嘱
累
品
と

序
品
が

出
他
た

と

お
っ

し
ゃ

っ

て

お

り

ま

す
。

大
体
そ

う
い

う
事
で

、

第
一

類
、

第
二

類

と
い

う

事
か

ら

第
一

期、

第
二

期
、

第
三

期
と
い

っ

た

よ

う

な

事
が
大

体
現
在
類
推
さ

れ

て

お

り
ま

す
。

法
華
経
の

構
成

　
そ

れ
で

内
容
か

ら

見
ま

し
て

も
、

や

は

り

方
便
品

、

第
二

の

方
便
品
か

ら

第
九
の

授
学
無
学
人

記
品

、

人

記
品
と

省
略
し

て

あ
る

場

合
も
あ
り

ま

す
が
、

そ
こ

ま

で

が
、

ど

う

も
成
立
史
的
に

も

最
も

古
い

で

あ
ろ

う

と

考
え

ら

れ
、

そ
し

て

こ

の

八

品
、

八
章
は

前

後
の

脈
絡
か

ら

も
統
一

さ

れ
て

お

る

と
い

う
の

が

在
来
の

研

究
の

結
果
で

あ
り

ま

す
。

た

と
え

て

申
し

ま

す
な

ら

ぽ
、

第
十
の

法
師
品
以

後
書
写
の

功
徳
が

述
べ

ら
れ

公
開
講
演
『

法
華
経
』

の

精
神

る

よ

う

に

な
る

。

天
台
教
学
で

は

五

種
法
師
と

申
し

ま

し

て
、

経
典
を

受
持
・

読
・

誦
・

書
写
・

解
説

、

す
な

わ
ち

経
を

体
に

持
ち
、

そ

れ

か

ら

読
む
、

そ

れ
か

ら

誦
、

暗
唱

す

る
、

そ
れ
か

ら

書
写
す
る
、

解
説

、

人
々

に

解
釈
し

て

教
え

る

の

五

種
が

重
要
だ

と
い

う
の

で

す
。

書
写
が

法
師
品

以

後
に

初
め

て

出
て

く

る

と
い

う
こ

と
は

、

経
典
は

本

来
暗
誦

し

て

口

か

ら
ロ

へ

と

伝
え

ら
れ

て

き
た

も
の

で
、

経
典
を

書
写
す
る

よ

う
に

な
っ

た

の

は

紀
元
前

後
と

推
定
さ

れ
て

い

る

か

ら
で

す
。

そ
の

他

い

ろ

ん

な

理
由
が

挙
げ
ら
れ

ま

す

が
、

法
華
経
成
立
史
の

話
で

は

な
い

の

で

略
し

ま

す
。

そ

し
て

第
一

期
に

第
十
八
の

随
喜
功
徳
品
の

偈
頌

も

含
め

る

ん

だ

と
の

説

も
あ
り
ま

す
が

、

こ

れ

は

ち
ょ

っ

と

例
外
と

い

た

し

ま
し

て
、

と

に

か

く

最
も

原
始
的
な

古
い

層
が

ど

う

も

第
二

方
便

品

か

ら
第
九
人
記
品
ま
で

と

考
え
ら

れ

る

わ

け
で

す
。

そ
れ
で

序
品
は

、

最
初
に

あ
り

ま

す
が

内
容
か

ら
み

て

も
八

品
が

出

来
上
っ

た

後
、

す
な

わ
ち

第
二

類
ご

ろ
に

加
え

ら

れ
た

も
の

と
み

ら

れ
て

い

ま

す
。

　

あ
ら

ゆ

る

我
々

の

論
文
で

も
で

す
ね

。

本
論
を

書
い

て

し

ま
っ

て

か

ら

最
後
に

序
を
つ

け
る

と
い

う
の

が

多
く
の

人
の

や
る

事
で

す
。

現

在

の

法
華
経
成
立
史
の

研
究
は

、

経
典
の

内
容
の

矛

盾
や

出
て

く

る

仏
・

菩
薩
や

釈
尊
の

御
弟
子
名
な

ど
か

ら
、

さ

ら
に

サ

ン

ス

ク

リ
ッ

ト

ぽ

か

り

で

な

く
、

周
辺
の

ギ

リ

シ

ア

と
の

交
流
な

ど
か

ら

も

な
さ

れ
て

い

る

の

で

す
。

　

た

と

え

ば

第
四
の

信
解
品
に

は

お

金
の

貸
し

借
り
の

記
述
が

出
て

く

る

ん

で

す
ね

。

そ
ん

な

と
こ

ろ

か

ら

中

村
先

生
な
ど
は

紀
元
前
四

十

年

二
二
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公

開
講
演

『

法
華
経
』

の

精
神

頃
に

成
立
し

た
ん

じ
ゃ

な
い

か

と
い

う
よ

う
な

事
を

申
し

て

お

り

ま

す

が
、

そ
れ
は

そ
れ

と
し

て
、

い

ろ
ん

な

面
か

ら

多
少
の

例
外
や
入

れ

違

い

は

あ
り
ま

す
が

、

大
体
こ

の

第
二

の

方
便
品
か

ら
第
九
の

人
記
品
ま

で

が

最
も

占
い

形
、

言

う

な

ら

ば
原
始
法

華
経
と

申
し
て

も

良
い

か

と

思
い

ま

す
。

　
と
こ

ろ

が
、

プ

リ

ソ

ト

の

上
に

書
い

て

あ
る

の

が

天
台
大
師
の

科
文

で

ご

ざ
い

ま

す
。

天

台

大

師
は

二

教
六

段

な

ど

と

後
後
世

呼
ん

で

い

ま

す
が
、

法
華
経
の

前
半
を

「

迹
門
」

そ

れ

か

ら

第
十
六

の

如
来
寿
量
品

を

中
心

に

し

た

後
半
を

「

本

門
」

と
二

つ

に

分
け
て

お

り

ま

す
。

さ

ら

に
一

教
三

段
、

全
体
を

で

す

ね
。

第
二

か

ら
第
二

十
一

ま
で

を

正

宗
分

と

名
づ

け
る

考
え

方
も
あ
り

ま

す
が

、

本

門、

迹
門
そ
れ

ぞ

れ
に

、

序

分
、

正

宗
分

、

流
通
分
と

分

け

る

考
え

方
が

非
常
に

強
い

よ

う
で

ご

ざ

い

ま

す
。

　
こ

れ
は

ま

あ
、

皆
さ

ん

経
典
を

読
ま

れ
た

り
、

読
ま
れ

る

ど
こ

ろ

か

本

当
に

い

ろ

ん

な

面
か

ら
研
究
な

さ
っ

て

い

る

先
生

方
も
多
い

わ

け
で

ご

ざ
い

ま

す
が

、

大
体、

こ

う
や
っ

て

序
分

、

正

宗
分

、

流
通
分
と

分

け
た

場
合
に

、

や

は

り

思
想
的
に

、

あ
る
い

は

理
論
的
に

、

あ
る

い

は

経
の

中
心

思
想
と

し

て

出
し

て

い

く
場
合
に

は
、

正

宗
分
が

大
体
そ
の

中
心
で

あ
る

と

い

う
事
は

多
く
の

経
典
に

大
体
共
通
す
る

事
で

ご

ざ
い

ま
す

。

そ
し

て

天
台
大

師
は

や
は

り

そ
の

よ

う
に

で

す
ね

、

迹
門
を

第

二

品
か

ら

第
九
品
ま
で

の

間
を
正
宗
分
と
し

て

い

る
。

そ

し

て

そ
の

中

で
、

方
便
品
の
一

等
最
初
の

、

ほ

ん

の

わ

ず
か

、

大
蔵
経
の

分
量
に

し

一

四

て

確
か
］

段
位
だ
っ

た

と

思
い

ま

す

が
、

「

略
し

て

三

を

開
い

て
一

を

顕
わ

す
」

（

略
開
三

顕
一
）

、

三

と

い

う
の

は

三

乗
、

一

と
い

う
の

は
一

仏
乗
と

い

う
こ

と
で
、

こ

れ
は

法
華
経
に

常
に

出
て

く
る

重
要
な
、

タ

ー

ム

に

な
っ

て

お

り

ま

す
。

そ

れ

か

ら
、

そ

れ
で

ま

あ
ご

く
簡
単
に

三

乗
を

開
い

て
一

乗
を

顕
わ

す
と
い

う

事
を

述
べ

て
、

そ

れ
か

ら

あ
と

後

半
に

広
く
詳
し

く
、

詳
説
す
る

わ

け
で

す
ね

。

　

こ

の

正

宗
分
の

中
を

法
説
周
・

讐
説

周
・

因
縁
周
に

分
け
て

お

り

ま

す
。

周
は
→

巡
り

と

い

う

事
で

、

上

根
の

人

聞
に

は

法
を

説
い

て

理

解

さ
せ

る

こ

と
で

、

第
二

番
目
は

中
根
の

人
間
の

た

め

に

譬
ぽ

な

し

に

よ

っ

て

理
解
さ
せ

る
。

す
な

わ
ち

成
績
の

良
い

の

は

法
説
周
だ

け
で

わ
か

る
で

あ
ろ

う
が

、

し

か

し

中
位
の

成

績
の

者
に

は

喩
え

話
に

よ
っ

て
、

そ

れ
を

わ
か

ら
せ

て

や
ろ

う
。

そ
れ

か

ら

最
も
程
度
の

良
く

な
い

人
達

に

は
、

お

互
い

の

人
間
関
係
を

述
べ

て

わ
か

ら
せ

る
。

因
縁
と

い

う
の

は

大
体

、

現
在
我
々

が

寺
の

縁
起
だ

と
か

、

色
々

な

因
縁
が

あ
っ

た

と

か
、

使
っ

て

い

る

の

と

似
た

よ

う

な

面
と

考
え
て

よ

ろ

し

い

か

と

存
じ

ま

す
。

本

日
の

皆
さ
ん

と

私
と

が
色
々

な
因
縁
で

、

　
こ

う

や
っ

て

講

演
を

頼
ま
れ

た

わ

け
で

す
。

本
縁
部
と

い

う
の

が

大
蔵
経
に

あ
り
ま

す

が
、

本
縁
部
の

場
合
は

釈
迦
如
来
が

前

世
の

数
々

の

善
行
を

し

た
か

ら

お

悟
り
に

な

ら

れ

仏
陀
と

な

ら

れ
た

と
い

う

釈
尊
前

世

の

物
語

り

で

す
。

法
華
経
で

は

必
ず
し

も

釈
迦
如
来
だ

け

じ
ゃ

な

く
て
、

舎
利
弗

、

目

連
も

、

あ
る

い

は

千
二

百
五

十
人
の

お

弟
子
た

ち

全
部
含
め

た

因
縁

の

物
語
に

ょ
っ

て

説
く
わ

け
で

す
。

お

前
た

ち
は

昔
、

前
世
に

お
い

て
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私
の

説
く
法
華
経
の

座
で

法
を

聞
い

た

ん

だ

よ
、

そ
の

因
縁
が

熟
し

て

ま

た

聞
く
よ

う
に

な

る
ん

だ
、

と
い

う
こ

と
で

ご

ざ
い

ま

す
。

こ

の

三

つ

の

パ

タ

ー

ン

に

よ
っ

て

第
九

品
ま
で

が

で

き
て

お

る

わ

け
で

す
。

と

こ

ろ

が

先
程
申
し

た

よ

う

に

現
在
の

学
者
の

多
く
の

方
々

が
こ

の

九
品

ま
で

が

法
華
経
の

原
始
分
と

し

て

い

る

こ

と

と

不

思
議
に

も
一

致
す
る

わ

け
で

す
。

　

そ
こ

で

ち
ょ

っ

と
プ

リ

ソ

ト

（

表
2
）

の
一

番
上
の

方
を

見
て

い

た

だ

き
た

い

ん

で

す
。

現
在

中
国
に

残
っ

て

お

る

法
華
経
の

註
釈
書
の

最

も

古
い

も
の

が
、

羅

什
の

お

弟
子
の

道
生
の

『

法
華
義
疏
』

で

す
ね

。

と
こ

ろ
が

そ

れ
を

見
ま

す
と

、

第
一

授

記
・

第
二

授
記
・

第
三

授
記
と

大
体
天

台
大
師
と

似
た

よ

う
な

、

大

体
同
じ

区
切
り

を
し

て

お

る

わ

け

で

す
。

聖
徳
太
子
の

『

法
華
義
疏
』

の

サ

ソ

プ
ル

と

な
っ

た

光
宅
寺
法

雲
の

『

法
華
義
記
』

も
法
説
・

譬
説

・

因
縁
説
と
し

て

お

り
、

各
品
の

配

当
は

同

様
で

あ
り

ま

す
。

　

も
う
一

度
天

台
大
師
の

科
文
を
み

て

い

た

だ

き
た

い

の

で

す
が

、

こ

の

法
説

周
の

中
に

正

説
・

領
解
・

述
成
・

授

記
と

分
科
さ

れ

ま
し

て
、

讐
説
周
も

同
様、

因

縁
周
は

領
解
と

述
成
が

省
略
さ

れ
て

い

ま
す
が

同

様
の

形
で

説
か

れ
て

い

ま
す

。

ま

ず
正
し

く
お

釈
迦

さ

ん

が

法

を

説

く
。

す
る

と
お

弟
子

さ
ん

達
、

聞
い

て

い

た

人
達
が

理

解
し

て

作
仏
で

き

る
の

だ

と
い

う

喜
び

を
述
べ

る
。

こ

れ

を
領
解
と

表
現
し

ま

す
。

す

る

と

次
が

述
成
で
、

如
来
は
こ

れ
か

ら

授
記
す
る

に

あ
た
っ

て

の

意
義

を

述
べ

て
、

未
来
成
仏
の

保
証
を

与
え
る

わ
け
で

す
。

あ
る

い

は

私
は

公

開
講
演
『

法
華
経
』

の

糖
神

こ

う
理

解
い

た

し

ま

し

た
よ

と
お

釈
迦
さ
ん

に

お

答
え

す
る

。

そ
し
て

お

釈
迦
さ
ん

が
、

そ
こ

ま
で

理
解
し

た

ん

な

ら
、

お

前
は

将
来
成

仏
す

る
と

授
記
す
る

わ

け
で

、

最
初
に

授
記
さ

れ
た

舎
利

弗
は

未
来
世
に

お

い

て

華
光

如
来
と
い

う

仏
に

な
り

、

そ
の

仏
国
土

名
は

離
苦
国
と
い

う

の

だ

よ

と

具
体
的
に

記

荊
を

授
け

る

わ

け
で

あ
り

ま

す
。

そ
の

四

つ

の

形
態
が

天
台
大
師
の

場
合
に

は

ち
ゃ

ん

と

形
が

出
て

き
て

お

る

わ

け
で

す
。

　

そ

れ
と

同

じ

よ

う
に

道
生
の

場

合
に

は
、

第
一

説
・

第
一

授
記
（

方

便
品

・

讐
喩
品

前
段
）

こ

の

間
の

領
解

・

述
成

と
い

う

科
文
は

ご

ざ

い

ま
せ

ん

が

こ

れ
は

お

そ
ら

く

第
一

説

中
に

あ
る

い

は

第
一

授
記
の

方
に

扱
っ

て

お

る
ん

だ

と

思
い

ま

す
。

そ
し

て

道
生
は

、

こ

の

天
台
で

言
っ

て

い

る

法
説
周
に

あ
た

る

部

分
を

、

第
一

回
目
の

説
と

第
一

同

昌
の

授

記
と

し
て

い

ま

す
。

そ

れ
か

ら

次
に

天
台
の

科
文
で

言
い

ま

す

と
、

信

解
晶
に

あ
た

る

正

説
か

ら

授
記
品
に

至

る

授
記
ま

で

を
、

第
二

説
、

第

二

授
記
と

相
応
し

ま

す
。

そ

れ
か

ら

第
七

化
城
喩

品
か

ら

第
九
の

人

記

品
に

至
る

も
の

を

第
三

説
、

第
三

授
記
と

、

こ

の

よ

う
に

し

て

お

る

わ

け
で

す
。

も
ち

ろ
ん

道
生
の

書
も
天
台
大
師
は

見
て

お

ら

れ
る

は

ず

で
、

そ
の

影
響
も
あ
っ

た

と

も

考
え

ら

れ

ま

す
。

　
そ

れ
か

ら

そ
の

次
が

梁
の

三

大
法
師
の
一

人

と
い

わ

れ
る

光
宅

寺
法

雲
。

そ
の

科
文
を
見
ま

す
と

、

ち
ょ

っ

と

表
現
は

違
っ

て

お

り

ま

す

が
、

そ
れ

ぞ

れ
の

と
こ

ろ

で

は

で

す
ね

、

天
台
大
師
と

同
様
な

表
現
で

「

法
説
し

て

上

品

を

化
す
」

と
。

次
は

譽
説

。

喩
え
で

説
い

て

中
根
を

一

五
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公
開
講
演
『

法
華
経
』

の

精
神

化

す
、

と
。

第
三

に

は

因
縁
説
に

よ
っ

て

下

根
を

教
化
す

、

と
。

そ

し

て

そ
の

中
も
ま

た

内
容
は

ち
ょ

っ

と

違
っ

て

い

ま

す
が

、

し

か

し

法

説
・

示

同
領
解
・

述
成
領
解
相
・

授
記
と

、

天
台
大
師
の

科
文
と

表
現

も
全
く
類
同
で

ご

ざ
い

ま

す
。

こ

れ
は

光
宅

法
雲
の

『

法
華
義
記
』

の

影
響
が

非
常
に

あ
っ

た

と
い

う
点
と
、

天
台
大
師
は

光
宅

法
雲
の

説
を

名
は

同

じ
だ

け
れ
ど

義
は

異
る

と

批
判
し
て

お

り
ま

す
が

、

や
は

り

同

様
な

法
華
経
の

構
成
を

理

解
し

て

い

た

わ

け
で

あ
ろ

う
と
思
い

ま

す
。

　
こ

の

よ

う
に

こ

の

科
文
に
つ

い

て

も
で

す
ね
、

天
台
大
師
は

批
判
を

し

な

が

ら

も

道
生
と
光
宅

と

天
台
は
ほ

と

ん

ど

同
じ
で

ご

ざ

い

ま

す
。

　

さ

ら

に

こ

れ
は

天
台
大
師
以

後
で

す
が

、

中
国
に

お

け
る

法
華
経
解

釈
の

も
う
一

つ

の

重

要
注
疏
と

し

て
、

法
相
宗
の

慈
恩
大
師
の

『

法
華

玄
賛
』

が

あ
り

ま

す
が

、

こ

れ
に

は

天
台
と

同

じ
よ

う
に
一

教
三

段、

二

教
六

段
と
い

う
二

つ

の

た
て

方
を

立
て

ま

し

て
、

詳
し

く
は

申
し

上

げ
る

時
間
が

あ
り

ま

せ

ん

が
、

現
在
問
題
に

し

て

お

り

ま

す
も
っ

と

も

原
始
法
華
分
に

あ

た
る

科
文
に
つ

い

て

は
、

第
二

方
便
品
か

ら

第
九
人

記
品

ま
で

を

正

宗
分
と
し

ま

し

て
、

そ

れ
か

ら

細
か

い

点
と

な
る

と
い

ろ
い

ろ
ご

ざ
い

ま

す

け
れ
ど

、

中
国
の

現
存
す
る

法
華
経
の

解
釈
の

代

表
的
学
僧
た

ち

が
、

大

体
法
華
経
を

同
じ

よ

う

な
お

さ

え

方
を
し

て

お

る

こ

と
が

わ

か

り

ま

す
。

と
い

う
こ

と

は
、

や

は

り

法
華
経
の

内
容

、

説
相

、

説
か

れ
た

形
と
い

う
も
の

が
、

や

は

り

誰
が

見
て

も
同
じ

よ

う

な
構
成
に

な

ら
ざ

る

を

得
な
い

ん

だ

と

い

え
よ

う

と
思
い

ま

す
。

も

ち

ろ
ん

こ

れ
は

梵
本
と

漢
訳
の

違
い

は

あ
り

ま

す
け

れ
ど

、

現
在
残
存
す

一

六

る

梵
本
の

研
究
か

ら

見
ま

し
て

も
大
体
こ

の

よ

う
な

形
に

な
る

。

そ
う

し

ま

す
と

、

法

華
経
の

成
立

史
的
に

も
古
い

部
分
が

、

ま

た

中
国
の

仏

教
研
究
家
に

と

り
ま

し

て
、

法
華
経
の

中
心

的
思
想
と

し

て

の

科
文
を

与
え
て

お

る
。

　

そ

れ
で

、

こ

の

本

門、

迹

門
、

時
間
が

あ
り

ま
せ

ん

の

で

少
し

は

し

ょ

り
ま

す
が
、

本
門

、

迹
門
と
い

う
事
に

つ

い

て

＝＝
口

申
さ

な
い

と
い

け
な
い

ん

で

す
が

、

日

蓮
宗
の

方
で

は

非
常
に

本
門
と
い

う

も
の

を

重

視
い

た
し

ま

す
。

迹
門
は

も
う
抜
け
が

ら

形

骸
で

あ
る
と

い

う
よ

う

な

事
を

申
し

ま
し

て
、

本
門
を

重
視
し

ま

す
け

れ

ど
、

こ

れ

は
一

応
、

第

十
六

如
来
寿
量
品
を

中
心

と

す
る

と
こ

ろ

の

も
の

で
、

今
ま
で

法
を

説

い

て

お

ら

れ

た

釈
迦

如
来
は

実
は

五
百

億
塵
点
劫

、

天
文
学
的
数
字
の

昔
、

既
に

成
仏
し
て

お
っ

て
、

常
に

法

華
経
を

説
い

て

き
た

。

だ

か

ら

久
遠
の

釈
迦
と

申
し

ま

し

て
、

歴

史
的
釈
尊
が

仏
法
の

理

を

人
格
化
し

た

形
に

お

い

て

永
遠
の

救
済
主
と

な
る

わ

け
で

、

こ

の

本

門
の

久
遠
釈

迦
の

出
現
に

ょ
っ

て

歴
史
的
釈
尊
の

法
華
を

説
く
場
面
は

久
遠
の

釈
迦

が

過
去
に

幾
た

び
か

法
華
経
を

説
か

れ

た
一

部
分

、

仮
り
の

姿
と

な

る

わ

け
で

、

本
門
が
本
来
的
の

も
の

で

あ
る

と
い

う
わ

け
で

す
。

天
台
大

師
は

本
迹
不
二

と

申
し

ま

し

て
、

い

ず
れ

も
互
い

に

相
補
っ

て

久
遠
の

釈
迦
の

宗
教

的
生
命
と

、

そ
の

理

論
的
意
義
づ

け
は

別
々

に

考
え
ら

れ

な
い

と

す
る
わ

け
で

す
。

　

し
か

し

我
々

学
ん

で

い

く
者
に

と
っ

て
、

あ
る

い

は

法
を

聞
く
者
に

と
っ

て

は

で

す
ね

、

迹
門
の

理
論

的
体
系
か

ら
い

っ

て

初
め

て

久
遠
の
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釈
迦
と
い

う
と

こ

ろ
へ

た

ど

り
つ

く
わ

け
で
、

そ

う
い

う

意
味
に

お

き

ま

し

て

我
々

学
ぶ

側
か

ら
と
っ

て

見
ま
す
と

、

や
は

り

迹
門
の

思
想
が

一

番
重
要
な

も
の

で

は

な
い

か
、

と
こ

う

考
え

る

わ

け
で

す
。

重
要
と

い

う
の

は

迹
門
と

本
門
の

ど
っ

ち

が

勝
れ
て

い

る

と
い

う
の

で

は

な

く

て
、

学
ぶ

側
か

ら

と
っ

て

み

れ

ぽ
、

本
門
の

理

論
的

、

思
想
的
問
題
を

解
い

て

い

か

れ

る
の

が
一

番
は

い

り

易
い

と
、

こ

う
い

う
意
味
で

重
要

と

申
し

た
わ

け
で

す
。

で

す
か

ら
こ

の

三

周
説
法
と

申
す
の

も
、

法
説

周、

讐
説
周

、

因
縁
周

と
い

う

事
に

三

段
に

分
け
て

、

こ

れ
で

も
か

、

こ

れ
で

も
か

と
い

っ

て
、

同
じ

思
想
を

何
回

も

何
回

も
言
っ

て

お

る
の

が

法
華
経
の

特
色
で

、

文
学
作
品
と
し

て

も
、

譬
話
や

宗
教
的
人
間
関

係
の

中
か

ら

法
華

経
の

精
神
を

理

解
し

て

も
ら

お

う

と
い

う
の

で

あ
り

ま

す
。

法
華
経
の

め

ざ
す
も

の

　
以
上

舌
足
ら

ず
の

面
も
あ
り

ま

し

た

が
、

法
華
経
の

構
成
を

、

そ
の

成

立

史
の

研
究
と

併
わ

せ

て

申
し

上

げ

て

ま
い

り

ま

し

て
、

中
国
の

主

要
な

法
華
経
注
釈
者
の

考
え

方
と

、

ま

た

梵
本
を

ふ

ま

え
て

の

現
在
の

法
華
経
成
立
史
を

論
じ
た

大
体
の

結
論
と

の

両
方
か

ら

み

ま
し

て
、

第

二

方
便
品
か

ら

第
九

人

記
品
ま
で

が
、

法
華

経
の

原
始

分
と

考
え

ら

れ

る

こ

と

を
申
し

上
げ
ま

し

た
。

　
さ

ら

に

中
国
仏
教
学
者
の

代
表
的
法
華
経
研
究
者
四

名、

道
生
・

光

宅
・

天
台
・

慈
恩
の

注
疏
の

共
通
す
る

科
文
か

ら
、

こ

の

原
始
分
も
三

公
開
講
演
『

法
華
経
』

の

精
神

つ

の

要
素
か

ら

成
り

立
っ

て

い

る

こ

と
を

申
し

た
わ

け
で

す
が

、

天
台

流
に

申
し

ま

す
と

、

法
説
・

譬
説
・

因
縁
の

い

わ

ゆ
る

三

周

説
法
の

三

分
類
で

す
。

そ
し

て

法
説

周
で

理
解
で

き
な
い

弟
に

は
、

譬
説

周
で

説

明
し

、

さ

ら
に

そ
れ
で

も

理
解
で

き
な
い

機
根
の

も
の

に

は

因
縁
周

に

よ
っ

て

理

解
さ
せ

る
と

い

う

構
成
か

ら
み

る

と
、

法
説
周
が

法
華
経
の

中
心

思
想
と

み
て

よ

い

わ

け
で

、

各
周
の

中
の

科
文
も
正
説
・

領
解
・

述
成
・

授
記
と

そ

れ
ぞ
れ

共
通
し
て

い

る

と

こ

ろ

か

ら

み
て

も
、

お

解

り

か

と

存
じ
ま

す
。

　
こ

こ

で

四
つ

の

科
文
の

漢
字
を

見
た

だ

け
で

も
、

正
説
が

法
華
経
の

意
図
す
る

主
張
・

正
説
・

主

旨
と
み

て

よ

か

ろ

う

と

思
い

ま

す
。

こ

れ

は

道
生
の

第
一

説
・

第
一

授
記
の

表
現
を

み
て

も
よ

り

明
瞭
で

あ
ろ

う

か

と

思
い

ま

す
が

、

如
何
で

し

ょ

う
か

。

こ

の

よ

う
に

み

て

く
る

と

方

便
品
の

正

説

が
、

法
華
経
の

中
心

思
想
と
い

う
か

、

法
華
経
の

説
か

れ

た

意
図
と

申
し

て

差
し
つ

か

え

な
か

ろ

う

か

と

思
い

ま

す
。

事
実

、

道

生
が

第
二

説
・

第
三

説
と

科
文
で

示
し

て

お

り

ま

す
よ

う
に

、

天
台
で

い

う

譬
説
・

因

縁
周
の

正
説
で

は

方
便
品
の

主

張

と

大
体
同

様
な
こ

と

が

述
べ

ら
れ
て

お

り
ま

す
。

　

そ
こ

で

方
便
品
で

は
、

ど
の

よ

う

な
こ

と

を

申
し

て

お

る

か

と
い

う

と
、

「

す
べ

て

の

人
々

に

仏
知
見
を

開
き
示
し

悟
ら
せ

入

ら
せ

る

た

め

（

開
示

悟
人
）

に

出
現
し

た

も
の

で
、

こ

れ
を

諸
仏
は

唯
だ
一

大
事

因

縁
を

も
っ

て
、

こ

の

世
に

出
現
し

た
の

だ
」

と

説
ぎ
は

じ

め

ま

す
。

こ

れ

が

二

大
事
因
縁
」

と

か

「

出
世
の

本
懐
」

と
い

う
有
名
な

言

葉
で

一

七

N 工工
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公
開
講
演
『

法
華
経
』

の

精
神

す
。

　

そ
れ
じ

ゃ
、

そ
の

説
か

れ
た

法

華
経
の

内
容
は

ど

う
い

う
こ

と

な
の

か
。

経
で

は

種
々

の

表
現
で

説
か

れ
て

お

り

ま

す
が

、

一

言
で

い

え

ば

一

仏

乗
と
い

う

こ

と
、

あ
ら

ゆ
る
一

切
の

も
の

に

通
じ
、

あ
ら

ゆ
る

諸

仏
も
説

か

れ
た

普
遍
的
な

仏
法
が

、

法
華
経
で

説
か

れ
る

仏

教
で

、

具

体
的
に

は

声
聞
と
か

縁
覚
と
い

わ

れ
る

二

乗
も

作
仏
で

き
る

ん

だ

と
い

う
こ

と

を

言
う
わ

け
で

あ
り

ま

す
。

　
先
程

申
し
た

よ

う
に
、

大
乗
仏
教
で

は
、

声
聞

、

縁
覚
と
い

う
修
行

者
は

成

仏
で

き
な
い

の

だ

と
い

う
の

が

通
説
で

あ
り

ま

す
。

声
聞
と
い

う
の

は

今
の

考
え
で

い

く

と
イ

デ

オ
ロ

ギ
ー

に

か

た

ま
っ

た
、

一

つ

の

一

元
思

考

家
で

、

自
分
の

修
行
し

て

い

る

こ

の

法
だ

け
が
一

番
す
ぐ
れ

て
い

る

と
、

自
ら
の

立

場
に

固

執
し
て

い

る

も
の

と
い

え
ま

し
ょ

う
。

仏
教
の

伝

統
的
解
釈
か

ら
い

い

ま

す
と
、

自
ら
の

悟
り

ば
っ

か

り
に

専

心
し

て

他
の

救
済
な

ど
に

目
も

く
れ

な
い

小
乗
の

阿

羅

漢
に

な

る

こ

と

だ
け
を

目
的
と

し

た

釈
尊
の

御
弟
子
た
ち

と
い

わ

れ
て

い

ま

す
。

し

か

し

決
し

て

貶
さ

れ

る

も
の

で

な

く
、

釈
尊
の

説
か

れ

た

修
行
を
一

生
懸

命
に

や

る
こ

と
で
、

こ

れ
は

大
変
立
派
な

修
行
者
で

す

よ

ね
。

そ
し

て

小

乗
の

教
え

と
い

わ

れ
ま

す
が
、

学
問

的
に

は

上

座
仏
教
の

修
行
者

で
、

と

て

も
あ
の

よ

う

な

偉
大
な

仏

陀
に

な

れ
る

な

ど

と
は

考
え

も
し

な
い

。

そ

う
い

う
の

が

声
聞
で

す
。

　
そ

れ
か

ら
辟

支
仏

、

縁
覚
あ
る
い

は

独
覚
と
訳
し

ま

す
け

れ

ど
、

こ

れ
は

今
ま
で

私
ど

う
し

て

も
縁
覚
、

声
聞
と
二

つ

の

系
統
を

立
て

ね

ば

一

八

な

ら

な
い

の

か

疑
問
で

仕
方
が

な
か
っ

た
わ

け
で

す
が

、

解

釈
に

よ

り

ま

す
と

、

声
聞
と
い

う
の

は

お

釈
迦
さ
ん

に

法
を

耳
で

聞

き
、

も
っ

と

も
お

釈
迦
さ
ん

が

亡

く
な
っ

た

後
だ

と

す
れ

ば
、

お

釈
迦
さ

ん

の

説
か

れ
た

法
を
お

経
な

ど
で

聞
い

た

り

読
ん

だ
り

し

て
、

そ
し

て

悟
り

を

得

る

と
一

般

的
に

考
え

ら
れ
て

お

り

ま

す
。

独
覚
と
い

う

の

は
、

他
か

ら

法
を

聞
く
こ

と

な

く
一

人
で

修
行
し

て

悟
る
ん

だ

と

い

わ

れ

て
い

ま

す
。

何
か

そ
の

両
者
が

ど

う
い

う

関
係
に

な

る
の

か

割
り

切
れ
ん

か

っ

た

わ

け
で

す
が
、

最
近
の

研
究
で

阿
含
経
典
の

な
か

に

独
覚
の

み

を
主

題
と
し

た

『

呑
仙
経
』

と
い

う

経
典
が

あ
る

ん

だ

そ
う

で

す

ね
。

仙

呑
と
い

う
山
が

あ
っ

て

五

百
の

仙
人
を

呑
ん

だ

と
い

う

伝
説
が

あ
り

ま

す
。

部
派
仏
教
の

内
に

も

部
行
と

麟
角
喩
の

独
覚
を

あ

げ
て

お

る

そ

う

で

す
。

法
華
経
の

譬
喩
品
に

は

辟
支
払
の

こ

と

を

「

自
然
慧
を

求
め

独

善
寂
を

ね

が
い

深
く
諸
法
の

因

縁
を

知
る
」

と

述
べ

て
い

ま
す

。

私
の

推
定
で

は
、

仏
教

徒
で

な

い

独
修

、

独
行
の

思
想
家
あ
る
い

は

修
行

者

た
ち

で

は

な

か
っ

た

ろ

う
か

と

思
い

ま

す
。

　
伝
説
に

よ

り

ま

す
と

、

摩
訶
迦
葉
だ

と
か

、

釈
迦
の

十
大
弟
子

と
い

わ

れ
る

中
に

は
、

五

百
人
の

教

団

を

率
い

て

教
団
ご

と

仏
教
に

入

信
し

た

と
い

う
伝
説

も

あ
り
ま

す
よ

う
に

で

す
ね

、

→

人
で

自
分
で

こ

つ

こ

つ

と

仏
教
の

教
え

な
ん

か

聞
か

な
い

で
、

覚
者
と

な
っ

た

よ

う

な
、

そ

う
い

う

人
達
が

現
実
に

あ
っ

て
、

そ

う
い

う

人

達
が

仏
教
徒
の

中
へ

は

い

っ

て

き

た

り
、

あ

る

い

は

仏

教
徒
の

周
辺
に

い

た

ん

じ
ゃ

な
い

か

と
、

そ
ん

な
ふ

う
に

解
釈

し

た
ら

声
聞
・

独
覚、

釈
迦
の

お

弟
子
さ

ん
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と

独

住
の

修
行
者
と
い

う
二

種

類
の

修
行
者
と
い

う
こ

と
で

す
っ

き
り

す
る

わ

け
で

す
。

要
す
る

に

で

す
ね

、

い

ず
れ

も
自
分
の

得
た

も
の

を

こ

れ
で

完
成
し

た

も
の

、

そ
れ
が

最
も
す
ぐ
れ
た

も
の

と

固

執
す
る

、

言
う

な

ら

ば
自
己
の

学
問
に
、

あ
る

い

は

自
己
の

境
地

に
、

あ
る
い

は

自
己
の

悟
り

に

安
住
し

て

し

ま
っ

て

お

る

も
の

、

そ
う
い

う
も
の

が

二

乗
だ

と

考
え

て

よ
い

わ

け
で

す
。

　
そ

う
い

う
と

こ

ろ

か

ら

大
乗
仏
教
で

は
、

声
聞

・

縁

覚
は

成
仏
で

き

な
い

ん

だ
と

峻
別
し

、

単
に

排
斥
す
る

ば
か

り
じ
ゃ

な

く

て
、

軽
蔑

さ

え

し
て

き
た

わ

け
で

す
ね

。

と
こ

ろ

が

法
華
経
の

一

番
大
き
な

特
色

は
、

そ

う
い

う
声
聞

、

縁
覚
す
ら

も
法
華
経
の

教
え
を

聞
く
こ

と
に

お

い

て
、

成
仏
が
で

き

る
ん

だ
、

と
い

う
の

が
一

番
の

特
色
な
ん

で

す
。

こ

れ
は

中
国

仏
教
の

初
期
に

お

い

て
、

羅
什
と

廬
山
慧
遠
の

交
換
文

書

が

十
八

通
残
っ

て

お

り

ま
し

て
、

今
『

大
乗
大
義
章
』

と

名
づ

け
て

編

集
さ

れ
て

お

り
ま

す

が
、

そ
の

中
で

羅
什
は

慧
遠
に

法
華
経
は

深
々

秘

密
の

経

典
だ

か

ら
、

声
聞
・

縁
覚
も
成
仏
す
る
と

説
い

て

お

る

ん

だ

と

声
聞
・

縁
覚
の

作
仏
を

特
別
の

こ

と
に

把

え
て

い

ま

す
。

こ

の

こ

と

は

有
名
な

『

大

智
度
論
』

で

も
、

法
華
経
を
二

十
数
回

引
い

て

お

り

ま

す

が
、

そ
の

主

な

引
用
を

声
聞
作
仏
に

関
す

る
こ

と
、

法
華
経
の

特
色
は

声
聞
授
記
で

あ
る

。

仏
弟
子
の

成
仏
で

ぎ

な
い

も
の

が

将
来
必

ず
成
仏

す
る

ん

だ
、

と

そ

れ
が

「

法
華
経
」

の

特
色

な
ん

だ

と
、

い

う

わ

け
で

す
。

　

そ
し

て

こ

の

方
便
品
で

説
か

れ

て

た
の

は

「

唯
有
一

仏
乗
無
二

亦
無

公
開
講

演
『

法
華
経
』

の

精
神

三
」

と

有
名
な

言
葉
で

表
現
さ

れ

て

い

る

よ

う
に
、

声
聞
の

教
え

、

辟

支
仏
の

教
え

と

種
々

あ
る

が
、

二

乗
作
仏
と
い

う
論
拠
か

ら
、

た

だ
一

仏
乗
だ

け
あ
っ

て
、

そ

れ
を

説
く
の

が

法
華
経
で

あ
る

と
い

う
の

で

あ

り

ま

す
。

方
便
品
で

は

最
初
に

、

諸
仏
の

説
と
し

て

二

乗
、

三

乗
は

方

便
で
一

仏
乗
だ

け

が
真
実
で

あ
る

と

説
く
の

で

す
。

さ

ら
に

過
去
仏
に

お

い

て

も
、

こ

の
一

仏
乗
と
い

う
こ

と
を

説
い

た
。

今
ま
で

説
い

た

経

典
、

仏
教
は

皆
こ

れ
を

説
く

た
め

の

方
便
な
ん

だ
、

あ
る

い

は

方
便
の

た
め

に

説
い

た
ん

だ
と

述
べ

る

わ

け
で

す
。

そ

し

て

最

後
に

皆
の

機
が

熟
し

た
か

ら
こ

の
一

仏
乗

、

こ

の

あ

ら
ゆ

る

も
の

に

共
通
し

た
、

あ
ら

ゆ
る

も
の

を

含
め

た

仏
教
を

説
い

た
。

し

か

も
方
便
品
の

説
相
に

よ

り

ま

す

と
、

た

だ
一

仏
乗
だ

け
で

、

二

乗
も
三

乗
も

な
い

ん

だ
。

諸

法
実

相
と
い

う
事
も
仏
と

仏
と
の

み

知
っ

て

い

る

法
だ
、

と
い

う

事
も
説

き

ま

す

け

れ

ど
、

そ

れ
は
一

仏
事
に

摂
せ

ら

れ
る

わ

け
で

す
。

そ

れ
か

ら

過
去
の

諸
仏
も
こ

れ

を

説
い

た

ん

だ
、

現
在
十
方
の

諸
仏
も
同
じ
こ

と

を

説
い

た

ん
だ

と、

同

じ
こ

と
と

言

わ

な
い

で
一

仏
乗
の

表
現
を

そ

れ

ぞ
れ
に

述
ぺ

る

わ

け
で

す
。

そ
れ

か

ら

現
在
も
釈
迦
で

あ
る

自
分
も、

こ

の

法
を

説
い

て

い

る

ん

だ

と
五

回

繰
り

返
し

て

い

る
わ

け
で

す
。

五

種
類
の

仏
を

挙
げ
て

い

ま

す
の

で
、

天

台
の

教
学
で

は

五

仏
章
と

言
っ

て

お

り
ま

す
。

そ
し

て

こ

の

法
華
経
の

ぎ
り

ぎ
り
の

、

唯
一

仏
乗
だ
よ

と
い

う
説
い

た

そ

れ
は
、

あ
ら

ゆ
る

諸
仏

も
説
か

れ
、

そ

し
て

そ

れ
を

説
い

て

い

る
ん

だ
、

と
い

う
こ

と

を

繰
り

返

す
わ

け
で
、

あ
ら

ゆ
る

諸

仏
の

説
と
い

う
こ

と
で
、

こ

れ
は

法
の

普
遍
性
を

意

味
す
る

と

思
い

ま

一

九
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公
開
講
演
『

法
華
経
』

の

精
神

す
。

し

か

も

先
ほ

ど

申
し

た

法
説
周

、

譬
説

周
、

因
縁
周
に

よ
っ

て
、

そ

れ

を

喩

え
を
も
っ

て
、

あ
る
い

は

因

縁
を

も
っ

て

同
じ

主
旨
を
種
々

の

様
式
で

、

い

ろ

い

ろ

な

表
現
で

繰
り

か

え

す
の

が
、

原
始
法
華
経
の

説

相
で

あ
り

構
成
で

あ
る

わ

け
で

す
。

　

そ

し
て

そ
の

説
か

れ

た

内
容
は

、

こ

の

よ

う
に

し

て

守
ら

な

け
れ

ば

い

け

な
い

。

こ

の

よ

う
に

し

て

修
行
し

な

け
り
ゃ

い

か

ん
、

と

い

う
の

が

第
十
品

以

後
に

い

ろ
い

ろ

述
べ

ら

れ

る
わ

け
で

経
典
の

特
色
で

あ
る

流

通
分
と

な

る
わ

け
で

す
。

ま
た
こ

の

あ
ら

ゆ
る

諸
仏

が

同

じ
よ

う
に

歩
ん

だ

道
と
い

う
こ

と
は

、

一

仏
乗
は

あ
ら

ゆ
る

仏
が

説
い

た

も
の

で

あ
る

と
い

う
法
の

普
遍
性
を

示
し

て

い

る

わ

け
で

あ
る

わ

け
で

す
。

方

便
品
で

た
だ
一

仏

乗
だ

け
が

仏
法
な

ん

だ

と

説
い

た

後
で
、

「

舎
利

弗

よ
、

も
し

我
が

弟
子

自
ら

阿
羅
漢

、

辟
支
仏
な

り
と

思
わ

ん

者
、

諸
仏

如
来
の

た

だ

菩
薩
を

教
化
し

給
う

事
を
知
ら

ず
ん

ば
、

こ

れ

仏
弟
子
に

あ
ら

ず
、

阿
羅
漢
に

あ
ら

ず、

辟
支
仏
に

あ
ら

ず
」

と
こ

う
申
し

て

お

る

ん

で

す
ね

。

こ

れ
は

す
で

に

阿
羅

漢
を

得
た

と
確
信
し

、

究
竟
の

涅

槃
で

あ
る

と

思
っ

て
、

本
当
の

果
を

志
求
し

な
い

も
の

は

増
上

慢
で

あ

る

と
い

う
主

張
で

あ

り

ま

す
が

、

裏
を

か

え

し

て

申
し

ま

す
と

、

如
来

の

真
実
義
を
理

解
し

た

も
の

、

あ
ら

ゆ
る

仏
教
は
一

仏
教
で

あ
る

こ

と

を

体
得
し

た

も
の

は
、

真
の

阿
羅
漢
で

あ
り

辟
支
仏
で

あ
り
、

仏
弟
で

あ
る

と
い

う
意
味
と

な

り
ま

し

て
、

そ
の

意
味
で

声
聞

や

縁
覚
の

修

行

を

認
め

る

と
い

う
こ

と
に

な
ろ

う
か

と

思
い

ま

す
。

私
は

法
華
経
の
　

番
原
始
分
に

お

け
る

正
説
で

あ
る

方

便
品
に

説
か

れ
る

主

張
は

、

法
の

二

〇

平
等
性

、

普
遍
性、

そ

れ
か

ら
こ

れ
は

後
で

第
十
六

如
来

寿
量

品
の

と

こ

ろ

に

い

く
と

、

仏
の

普
遍
性、

永
遠
性
と
い

う
面

を

も

含
め

ま

し

て
、

今
ま
で

説
か

れ
た

法、

行
な
っ

て

き
た

あ
ら

ゆ
る

仏
道
修
行

、

仏

道
の

学
問
は

、

全
部
そ

れ
ら

を

否
定
し

て
、

新
た
に

別
の

と
こ

ろ

に

法

華
経
の

精
神
が

あ
る

の

で

は

な

く
し

て
、

在
来
の

行

な
っ

た
、

そ
の

ま

ま

が
百
八

十
度
の

転
換
に

よ

っ

て
、

そ
の

ま

ま

仏
道
修
行
な

り
、

仏
法

が

生
き
て

く
る

、

と
こ

う
い

う
こ

と

を

申
し

上

げ
た
い

わ

け
で

、

こ

れ

が

本
日

の

講
演
の

結
論
で

も
あ
る

わ

け
で

す
。

　
こ

れ
は

私
は

読
み

方
が

未
熟
で

、

あ
る

い

は

道
元

禅
師
を

冒
漬
す
る

こ

と

を
恐
れ
る

ん

で

す
が
、

ど

う

も
道
元
さ

ん

の

「

法

華
転
法
華
」

を

読
ん

で

い

て
、

そ

れ
を

非
常
に

強
く
感
じ

た

わ

け
で

す
。

今
後
こ

れ
に

つ

い

て

ま

す
ま

す
勉
強
さ
せ

て

い

た

だ

ぎ
た
い

と

思
い

ま

す
け
れ

ど
、

要
す
る
に

法
華
経
に

は
、

法
華
最
第
一

だ

と
か

、

最
も
勝
れ
た

経
だ

と

か
い

っ

ぱ
い

書
い

て

あ
り

ま

す
け
れ
ど
、

ま
た

法
華
経
を

護
持
す
る

た

め

に

は
、

あ
る

い

は

誹
謗
す
る

者
は

ど

う

す
る

ん

だ

と

か
、

種
々

の

面

か

ら

菩
薩
行
が

述
べ

ら

れ
て

お

り

ま

す
が

、

そ

の
一

番
中
心

に

な
っ

て

お

る

と
こ

ろ

の

も
の

は
、

仏
法
の

普
遍
性
だ
と

思
う
の

で

あ
り
ま

す
。

あ
る

意
味
で

い

え

ば、

三

階
教
の

普

法
と
い

う

も
の

に

も

共

通
す
る

法

で

あ
る

と

感
じ

ら

れ
る

の

で

す
。

そ

う
し

て

だ

か

ら
こ

そ
、

あ
ら

ゆ
る

仏
教
と
い

う
も
の

の

存
在

意
義
を

認
め

て

い

く
。

こ

の

方
が

種
々

の

菩

薩
行
を
説
く
よ

り

法
華
経
の

重
要
な

思

想
だ
っ

た

ろ

う

と

思
い

ま

す
。

　
と
こ

ろ

が

現
在
は

、

付
け
加
え

ら

れ

た

品
も
の

ば
か

り
、

と
は

言
い
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ま

せ
ん

け
れ
ど

ね
、

法
師

品
以
下
の

で

す

ね
、

菩
薩
の

法
華
経
を

護
持

し

て

い

く
に

は

ど
う

し
た

ら

良
い

か
、

法
華
経
を
布
教
す
る

に

は

ど

う

い

う
修
行
を

し

た

ら

良
い

か
、

と
い

う
よ

う
な

個
々

の

い

ろ

ん

な

信
仰

の
一

部
分
を

取
り

出

し
て

そ

れ
を
一

生

懸
命

、

こ

れ
宗
教
的
行
為
と

し

て

非
常
に

重
要
な
こ

と
で

す
け
れ
ど
、

ど

う
も

そ
っ

ち
だ

け
に
一

元
的

に

走
っ

て

し

ま

う
の

が
、

法
華
経
だ

と
、

ど
う

も
在
来
捉
え

ら

れ

過
ぎ

て

は

い

な

い

だ

ろ

う

か
。

こ

れ
に
つ

い

て

は
、

も
う
少
し

説
明
し

な

け

れ

ぽ
な

り

ま
せ

ん

け

れ

ど
、

長
く
な

り

ま

す
の

で

結
論
だ

け
申
し

ま

す

が
、

あ
ら

ゆ
る

も
の

の

存
在
を
存
在

意
義
が

あ
る

と
し

て

認
め

て
い

く

根
本
精
神
が

あ
っ

て
、

こ

れ

を
種
々

の

形
で

こ

の

よ

う
に

何
回
に

も

わ

た
っ

て

い

ろ
ん

な

諸
信
仰
が

付
加
さ

れ
て

く
る

。

で

す

か

ら

私
は

、

理

論
的
に

は
、

建
前
と

し

て

は
、

日

本
に

お

い

て

も
法
華
経
第
五

十
品

、

第
六

十

品
で

き
て

も、

ち
っ

と

も

中
心
の

思
想
か

ら

言
え

ぽ
お

か

し

く

な
い

ん

で

は

な
い

か
、

こ

の

よ

う
に

考
え
た

わ

け
で

ご

ざ
い

ま

す
。

　

ど

う

も

時
間
の

配
分
が

悪
く

て

充
分
に

皆
さ

ま

の

納
得
が
い

っ

た

か

ど

う
か
、

あ
る

い

は

ま
た
、

道
元
禅
師
の

読
み

方
も
足
り

な
か
っ

た

か

と

思
い

ま

す
け
れ

ど
、

私
は

法
華
経
ば
か

り

じ
ゃ

な

く
て

、

般
若
経
典

に

も
あ

ら

ゆ
る

大
乗
経
典
に

は
、

あ
ら

ゆ
る

法
の

ユ

ニ

バ

ー

サ

ル

と
い

う

か
、

法
の

普
遍
性
そ

う
い

っ

た

も
の

が
あ
る

と

思
う
ん

で

す
。

そ

う

い

う

も
の

を

今
後
見
出
し

て

い

く

と
い

う

こ

と

が
、

仏
教
と

い

う

も
の

が

平
和
共
存
の

大
き
い

精
神
的
依
り

拠
と

し

て
、

人
類
に

大
き
な

役
割

を

果
た

す
ん

で

は

な
い

か

と
。

そ
こ

ま
で

私
は

と

て

も
自
分
で

は

で

き

公

開
講
演
『

法
華
経
』

の

精
神

る

と
は

思
っ

て

い

ま

せ

ん

け

れ

ど
、

し

か

し

そ
う
い

う

大
ぎ
い

希
望
は

仏
教
を

学
ぶ
こ

と
に

よ

っ

て

よ

り

如
実
に

出
て

き
は

し

な
い

か

と
、

そ

の

よ

う
に

考
え
て

お

る

の

で

ご

ざ
い

ま

す
。

果
た

し
て

こ

れ

が

法

華
経

の

本
当
の

精
神
の

受
け

取
り

方
で

あ
っ

た
か

ど

う
か

、

自
分
で

も

自
信

を
持
っ

て

言

え

な
い

点
も
無
き
に

し

も

あ
ら

ず
で

す
が

、

私
が

数
十
年

来
法
華
経
の

勉
強
を
し

て

き
ま

し

た

大
体
の

結
論
が

、

今
ま
で

述
べ

て

き
た

よ

う
に

相
成
っ

た

と
い

う
こ

と

を

述
べ

さ
せ

て

い

た

だ

き

ま

し

て
、

本
日
の

お

話
を

終
わ

ら
せ

て

い

た

だ

き
ま

す
。

な

お
、

こ

れ
に

つ

き
ま

し

て

は

大

変
後
に

な
っ

て

申
し

上

げ
て

失
礼
な
ん

で

す
が

、

昨

年

大
正
大
学
出
版
部
で

出
さ

れ

た

『

仏
教
と

人
間

生

活
』

の

中
で

「

法

華

経
の

め

ざ

す
も
の
」

と
い

う

題
で

お

話
し

た
こ

と
の
一

部
分
で

ご

ざ
い

ま

す
の

で
、

思
想
的
な

り、

教
理

的
に

も

う
少
し

詳
し

く
知
り
た

い

方

は

そ

れ
を
お

読
み

願
え

れ

ぽ
幸
い

と

思
い

ま

す
。

　

ど

う
も
大
変、

御
静
聴
あ
り

が

と

う
ご

ざ
い

ま
し

た
。

一

＝
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