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『
法
華
経
』
の
中
心
思
想

菅
野　

博
史

は
じ
め
に

　

法
華
経
展
の
開
催
ま
こ
と
に
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本

日
は
、
至
善
文
化
会
館
で
講
演
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
た
い
へ

ん
光
栄
で
す
。
私
は
二
〇
一
一
年
の
六
月
、
至
善
文
化
会
館
を

一
度
訪
問
し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
法
鼓
山
で
開
催
さ
れ
た
第

十
六
回
国
際
仏
教
学
会
に
参
加
す
る
た
め
に
台
湾
に
来
ま
し
た
。

会
義
終
了
後
に
、
帰
国
ま
で
一
日
の
時
間
的
余
裕
が
あ
り
ま
し

た
の
で
、
林
廷
鋒
さ
ん
に
ご
連
絡
し
、
至
善
文
化
会
館
を
訪
問

し
た
い
旨
を
伝
え
ま
し
た
。
実
は
、
彼
が
創
価
大
学
に
留
学
中
、

私
は
彼
に
一
年
間
中
国
語
を
習
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
皆

さ
ん
に
と
っ
て
私
の
中
国
語
は
聞
き
づ
ら
い
と
思
い
ま
す
が
、

勇
気
を
出
し
て
中
国
語
で
講
演
し
ま
す
の
で
、
我
慢
し
て
く
だ

さ
い
。

　

法
華
経
展
に
ち
な
ん
で
、
講
演
の
テ
ー
マ
を
「『
法
華
経
』
の

中
心
思
想
」
と
し
ま
し
た
。
私
自
身
は
中
国
仏
教
の
研
究
、
と

く
に
『
法
華
経
』
の
注
釈
書
の
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
注
釈
書

の
研
究
を
す
る
た
め
に
は
、
注
釈
の
対
象
の
経
典
を
研
究
し
な
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け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、『
法
華
経
』
に
つ
い
て
も
い
く
ら
か

の
研
究
を
し
て
き
ま
し
た
。
本
日
は
そ
れ
ら
の
研
究
を
も
と
に

お
話
し
し
ま
す
。

　
『
法
華
経
』
の
中
心
思
想
に
は
次
の
三
点
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

第
一
に
一
仏
乗
の
思
想
、
第
二
に
久
遠
の
釈
尊
の
思
想
、
第
三

に
地
涌
の
菩
薩
の
思
想
で
す
。
第
一
と
第
二
は
、
伝
統
的
に
は

方
便
品
第
二
の
開
三
顕
一
、
如
来
寿
量
品
第
十
六
の
開
近
顕
遠

に
相
当
し
ま
す
が
、
第
一
の
一
仏
乗
の
思
想
は
開
三
顕
一
と
い

う
教
判
思
想
と
し
て
受
け
取
る
と
、
方
便
品
の
深
い
宗
教
性
を

見
失
う
と
い
う
危
険
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
「
一
大

事
因
縁
」、
つ
ま
り
「
釈
尊
は
私
た
ち
を
成
仏
さ
せ
る
た
め
に
、

こ
の
娑
婆
世
界
に
出
現
す
る
。
こ
れ
が
釈
尊
の
唯
一
重
大
な
仕

事
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
こ
こ
に
は
、
第
二
の
久
遠
の
釈
尊
の
思
想
を
生
み
出
す

理
由
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
を
成
仏
さ

せ
る
と
い
う
唯
一
の
目
的
の
た
め
に
娑
婆
世
界
に
出
現
す
る
釈

尊
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
存
在
か
と
い
う
問
題
へ
の
解
答
と

し
て
、
久
遠
の
釈
尊
の
思
想
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。「
一
大
事
因
縁
」
に
は
、
私
た
ち
だ
れ
も
が
平

法華経展の会場となった台北市の至善文化会館。世界四大博物館の一つともされる故宮
博物院の真向かいに立つ。「法華経展」との懸垂幕は縦17メートルの大きさ
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等
に
成
仏
で
き
る
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
私
た
ち
の
成

仏
に
不
可
欠
な
存
在
と
し
て
釈
尊
が
重
視
さ
れ
て
い
る
点
が
明

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、『
法
華
経
』
の
中
心
思
想
は
伝
統
的
に
は
第
一
と
第
二

の
思
想
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
を
二
つ
の

巨
大
な
建
築
物
に
た
と
え
る
と
す
る
と
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
大

地
に
相
当
す
る
の
が
第
三
の
地
涌
の
菩
薩
の
思
想
で
す
。『
法
華

経
』
に
は
文
殊
菩
薩
、
薬
王
菩
薩
、
観
音
菩
薩
、
普
賢
菩
薩
な

ど
の
有
名
な
菩
薩
が
登
場
し
活
躍
し
ま
す
が
、
や
は
り
地
涌
の

菩
薩
が
『
法
華
経
』
の
中
心
思
想
の
一
つ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

１　

一
仏
乗
の
思
想

　

方
便
品
で
は
、
無
量
義
処
三
昧
か
ら
目
覚
め
た
釈
尊
が
舎
利

弗
に
仏
の
智
慧
の
偉
大
さ
を
説
き
ま
す
。
こ
れ
に
疑
問
を
持
っ

た
舎
利
弗
の
要
請
に
応
え
て
、
釈
尊
は
「
一
大
事
因
縁
」
を
説

き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
釈
尊
が
舎
利
弗
の
要
請
に
応
え
て
説
法

を
決
意
し
た
と
こ
ろ
、
五
千
人
の
増
上
慢
の
者
が
退
席
す
る
と

い
う
事
件
が
生
じ
ま
す
。
し
か
し
、
釈
尊
は
彼
ら
の
退
席
を
制

止
す
る
こ
と
な
く
、
彼
ら
の
退
席
の
後
、
釈
尊
は
い
よ
い
よ
仏

の
「
一
大
事
因
縁
」
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

仏
は
唯
一
の
重
大
な
仕
事
を
す
る
た
め
に
こ
の
世
に
出
現
し
た

と
説
か
れ
ま
す
。
で
は
、
そ
の
唯
一
の
重
大
な
仕
事
と
は
何
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
衆
生
に
仏
知
見
︵
仏
の
智
慧
︶
を
開
き
、
示

し
、
悟
ら
せ
、
仏
知
見
の
道
に
入
ら
せ
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、

仏
は
衆
生
を
成
仏
さ
せ
る
た
め
に
こ
の
世
に
出
現
し
た
と
明
か

す
の
で
す
。
こ
こ
に
釈
尊
と
私
た
ち
の
深
い
宗
教
的
絆
が
説
か

れ
て
い
る
と
受
け
と
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、『
法
華
経
』

は
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
た
め
に
、
古
来
「
出
世
の
本
懐
」

を
説
い
た
経
典
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
の
で
し
た
。

　

こ
の
「
一
大
事
因
縁
」
の
箇
所
は
、『
法
華
経
』
の
一
仏
乗
の

思
想
を
直
接
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、『
法
華
経
』
の
な
か
で
、

最
も
重
要
な
宗
教
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
一
つ
で
す
。
こ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、
い
わ
ゆ
る
常
不
軽
菩
薩
の
礼
拝
行
の
な
か
に
最
も
生
き

生
き
と
し
た
形
で
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。
常
不
軽
菩
薩
は
、
自

分
の
出
会
う
あ
ら
ゆ
る
比
丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
に

向
か
っ
て
、
彼
ら
を
礼
拝
し
、
ほ
め
た
た
え
て
「
私
は
深
く
あ

な
た
た
ち
を
尊
敬
す
る
。
軽
ん
じ
あ
な
ど
ろ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
あ
な
た
た
ち
は
み
な
菩
薩
の
修
行
を
実
践
し
て
、
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成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
す
」
と
語
り
か
け

ま
す
。

　

経
文
で
は
、
常
不
軽
菩
薩
の
礼
拝
し
語
り
か
け
る
相
手
は
仏

教
徒
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
菩
薩
道
を
修
行
す
れ
ば
だ
れ
も

が
成
仏
で
き
る
と
あ
り
ま
す
の
で
、
す
べ
て
の
人
間
に
拡
大
し

て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
簡
単
に
い
え
ば
、
常
不
軽
菩
薩
は
す
べ

て
の
人
間
を
未
来
の
仏
と
し
て
尊
敬
し
た
と
解
釈
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
何
の
資
格
も
権
限
も
な
い
常
不
軽
菩
薩
の
授
記
の
行

為
は
周
囲
の
怒
り
と
反
感
を
買
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ

ま
で
の
仏
教
の
常
識
で
は
、
授
記
と
は
、
仏
が
次
の
仏
に
な
り

う
る
人
に
対
し
て
な
す
未
来
成
仏
の
予
言
だ
か
ら
で
す
。

　

迫
害
に
遭
い
な
が
ら
も
、
常
不
軽
菩
薩
は
こ
の
実
践
を
生
涯

貫
き
ま
し
た
。
自
分
の
成
仏
を
固
く
信
じ
、
そ
し
て
す
べ
て
の

他
者
の
成
仏
を
固
く
信
じ
て
、
相
手
が
仏
で
あ
る
こ
と
を
伝
え

て
い
く
こ
の
実
践
は
、
現
代
の
我
々
に
対
し
て
も
啓
発
的
な
意

義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
何
か
具
体
的
な
形
あ
る
物
を

相
手
に
提
供
す
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
己
の
尊
厳
に

目
覚
め
る
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
す
。
当
然
、
物
質
的
な
援
助

が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
根
底
に

人
間
と
し
て
の
平
等
意
識
に
裏
づ
け
ら
れ
た
、
相
手
に
対
す
る

尊
敬
が
必
要
で
す
。
い
じ
め
や
虐
待
を
受
け
た
人
は
自
己
評
価

が
低
く
、
自
己
の
人
生
を
悲
観
的
に
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
と
い

う
こ
と
が
よ
く
指
摘
さ
れ
ま
す
が
、
自
己
が
他
人
か
ら
尊
敬
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
自
己
の
尊
厳
に
目
覚
め
る
契
機
と
な
り

う
る
と
思
い
ま
す
。
仏
教
的
に
は
、
私
が
相
手
を
仏
と
し
て
礼

拝
す
る
と
き
に
、
ま
だ
顕
現
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
相
手
の
仏

︵
仏
性
︶
が
私
を
礼
拝
す
る
と
い
う
関
係
と
、
相
手
を
尊
敬
す
る

こ
と
が
と
り
も
な
お
さ
ず
自
己
の
仏
性
を
顕
現
す
る
こ
と
に
直

結
す
る
と
い
う
関
係
の
二
つ
の
関
係
が
そ
こ
に
は
成
立
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
時
代
は
「
共
生
」
の
思
想
を
求
め
て
い
ま
す
が
、

『
法
華
経
』
の
提
示
す
る
「
共
生
」
の
思
想
は
、
と
も
に
成
仏
す

る
こ
と
の
で
き
る
尊
い
存
在
と
し
て
互
い
に
尊
敬
す
る
縁
起
的

共
生
関
係
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

日
本
天
台
宗
の
慶
政
︵
一
一
八
九
︱
一
二
六
八
︶
の
『
閑
居
友
』

に
は
、
常
不
軽
菩
薩
の
実
践
の
意
義
に
つ
い
て
説
き
、「
地
獄
・

餓
鬼
ま
で
も
み
な
仏
性
の
な
い
も
の
は
一
人
も
い
な
い
の
で
、

こ
の
道
理
を
知
っ
て
し
ま
え
ば
、
賤
し
い
鳥
や
獣
ま
で
も
尊
く
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な
い
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
中
国
の
傅

大
士
︵
四
九
七
︱
五
六
九
。
傅
翕
。
善
慧
と
号
す
︶
の
「
夜
な
夜
な

は
仏
を
抱
き
て
眠
り
、
朝
な
朝
な
は
仏
と
共
に
起
く
」
と
説
い

た
言
葉
を
引
用
し
て
い
ま
す
。
傅
大
士
の
言
葉
は
、
自
己
と
仏

を
一
体
視
し
て
い
る
の
か
、
や
は
り
区
別
し
て
捉
え
て
い
る
の

か
微
妙
で
す
が
、
私
は
一
人
一
人
が
仏
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ

て
行
動
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
教
え
た
も
の
と
捉
え
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

こ
の
誰
も
が
成
仏
で
き
る
と
い
う
『
法
華
経
』
の
思
想
は
、

提
婆
達
多
品
に
説
か
れ
る
提
婆
達
多
の
悪
人
成
仏
、
龍
女
の
女

人
成
仏
に
も
よ
く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
仏
教
史
に
お

い
て
大
悪
人
と
さ
れ
、
生
き
な
が
ら
地
獄
に
落
ち
た
と
さ
れ
る

提
婆
達
多
︵
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
︶
が
過
去
世
に
お
い
て
釈
尊
の
師

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
、
そ
の
縁
に
よ
っ
て
授
記
さ
れ
る

物
語
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
サ
ー
ガ
ラ
龍
王
の
八
歳
に

な
る
娘
︵
龍
女
︶
が
速
や
か
に
成
仏
す
る
こ
と
が
説
か
れ
ま
す
。

実
は
、
釈
尊
の
時
代
に
は
、
男
性
も
女
性
も
仏
教
の
悟
り
を
得

る
こ
と
に
お
い
て
平
等
で
あ
り
ま
し
た
が
、
後
に
仏
教
も
イ
ン

ド
社
会
の
男
尊
女
卑
的
な
文
化
の
影
響
を
受
け
入
れ
て
、
女
性

は
成
仏
で
き
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。『
法
華
経
』

は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
を
打
破
す
る
た
め
に
、
龍
女
の
成
仏
を

説
い
た
の
で
す
。

２　

久
遠
の
釈
尊
の
思
想

　

歴
史
上
の
釈
尊
が
八
十
歳
で
涅
槃
に
入
っ
た
こ
と
は
誰
も
が

知
る
事
実
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
『
法
華
経
』
は
如
来
寿
量
品

に
お
い
て
新
し
い
解
釈
を
与
え
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
は

「
方
便
に
よ
っ
て
涅
槃
を
現
ず
る
」︵
方
便
現
涅
槃
︶
と
い
う
も
の

で
す
。
釈
尊
の
仏
と
し
て
の
寿
命
が
過
去
も
未
来
も
ほ
と
ん
ど

永
遠
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
長
遠
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
ら
、
釈

尊
が
涅
槃
に
入
る
こ
と
は
大
き
な
矛
盾
に
見
え
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
疑
問
が
起
こ
っ
て
く
る
の
は
自
然
で
す
。
菩
提
樹
下
に
お

け
る
成
道
後
四
十
余
年
を
経
て
説
か
れ
た
と
す
る
『
法
華
経
』

の
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
い
っ
て
も
、
釈
尊
は
『
法
華
経
』
を
説
い

た
後
に
涅
槃
に
入
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
し
、
そ

も
そ
も
『
法
華
経
』
の
成
立
を
歴
史
的
に
見
る
立
場
か
ら
は
、

歴
史
的
釈
尊
が
数
百
年
前
に
八
十
歳
で
涅
槃
に
入
っ
て
し
ま
っ

た
と
い
う
紛
れ
も
な
い
事
実
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
、『
法
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華
経
』
に
お
い
て
は
、
真
実
に
は
釈
尊
は
長
遠
な
寿
命
を
持
っ

て
い
る
が
、
巧
み
な
手
段
に
よ
っ
て
、
涅
槃
に
入
る
姿
を
衆
生

に
示
す
と
解
釈
し
、
上
に
述
べ
た
矛
盾
的
な
問
題
を
解
決
し
よ

う
と
し
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
寿
量
品
に
は
、
第
一
に
釈
尊
の
寿
命
は
長
遠
で

あ
る
こ
と
、
第
二
に
長
遠
な
寿
命
を
持
つ
釈
尊
が
、
衆
生
を
救

済
す
る
巧
み
な
手
段
︵
方
便
︶
と
し
て
、
か
り
に
涅
槃
に
入
る
姿

を
示
す
こ
と
と
と
も
に
、
方
便
で
あ
ろ
う
が
涅
槃
に
入
っ
て
し

ま
う
釈
尊
の
寿
命
が
長
遠
で
あ
る
こ
と
を
人
々
に
保
証
す
る
た

め
に
、
第
三
に
信
仰
の
あ
る
者
は
釈
尊
を
実
際
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

３　

地
涌
の
菩
薩
の
思
想
―
誓
願
の
宗
教

　

地
涌
の
菩
薩
は
従
地
涌
出
品
第
十
五
に
お
い
て
大
地
を
割
っ

て
出
現
し
、
釈
尊
の
死
後
、『
法
華
経
』
の
担
い
手
と
な
る
菩
薩

で
す
。
こ
の
地
涌
の
菩
薩
の
根
本
的
な
性
格
は
「
願
生
の
菩
薩
」

と
い
う
規
定
に
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
法
師
品
第
十
に
説
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、『
法
華
経
』
を
受
持
・
読
・
誦
・
解
説
・

書
写
す
る
な
ど
、
真
剣
に
修
行
す
る
者
は
、
過
去
世
に
お
い
て

多
く
の
仏
た
ち
を
供
養
し
、
成
仏
の
大
願
を
実
現
し
た
者
で
あ

り
、
本
当
は
そ
の
す
ば
ら
し
い
果
報
を
満
喫
享
受
し
て
い
れ
ば

よ
い
の
で
す
が
、
衆
生
を
憐
れ
む
大
慈
悲
心
に
よ
っ
て
こ
の
悪

世
に
生
ま
れ
て
き
た
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
過
去
に
お
い
て
最

高
の
正
し
い
悟
り
を
完
成
し
た
大
菩
薩
と
さ
れ
、
如
来
に
対
す

る
供
養
と
同
じ
よ
う
に
供
養
さ
れ
る
尊
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が

強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
清
浄
な
業
の
果
報
を
捨
て
た

と
も
い
わ
れ
ま
す
。
経
文
に
は
「
此
の
間
に
生
ず
る
こ
と
を
願

う
」
と
説
か
れ
、「
自
ら
清
浄
業
の
報
を
捨
つ
」
と
説
か
れ
る
よ

う
に
、
業
生
で
は
な
く
、
願
生
の
菩
薩
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ

て
い
ま
す
。
願
生
の
菩
薩
と
い
う
考
え
は
、
す
で
に
部
派
仏
教

時
代
の
大
衆
部
の
思
想
の
な
か
に
見
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
を
拡

大
発
展
さ
せ
た
も
の
が
大
乗
仏
教
の
菩
薩
思
想
の
一
つ
の
淵
源

だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
初
期
の
業
の
思
想
に
よ
れ

ば
、
こ
の
輪
廻
の
世
界
に
転
生
す
る
こ
と
は
端
的
に
迷
い
の
生

存
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
そ
の
輪
廻
を
も
た
ら
す
原
因
は
、
煩

悩
に
汚
さ
れ
た
悪
業
そ
の
も
の
で
す
が
、
衆
生
を
救
済
す
る
こ

と
を
本
分
と
す
る
菩
薩
が
た
ん
に
過
去
の
悪
業
に
よ
っ
て
こ
の

世
に
輪
廻
転
生
し
て
く
る
と
す
る
こ
と
に
は
、
一
部
の
仏
教
徒
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の
心
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
点
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
そ
こ

で
、
菩
薩
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
原
因
と
し
て
、
衆
生
を
救
済

し
よ
う
と
す
る
誓
願
︵praṇidāna

︶
の
力
が
注
目
さ
れ
た
の
で

し
た
。

　
『
法
華
経
』
の
信
仰
者
の
特
色
と
し
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
実
践

的
、
行
動
的
な
面
が
指
摘
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
背
景
の
一
つ
に
、

『
法
華
経
』
を
信
仰
す
る
者
は
、
過
去
世
に
お
い
て
す
で
に
最
高

の
正
し
い
悟
り
を
完
成
し
た
者
で
あ
る
が
、
衆
生
へ
の
大
慈
悲

心
か
ら
、
あ
え
て
そ
の
清
浄
な
業
の
果
報
を
捨
て
て
こ
の
悪
世

に
生
ま
れ
て
、『
法
華
経
』
を
説
き
広
め
る
と
さ
れ
る
と
い
う
、

上
に
述
べ
た
思
想
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。『
法
華
経
』
を
信
仰

す
る
自
己
が
た
と
い
現
在
ど
ん
な
に
恵
ま
れ
な
い
境
遇
に
置
か

れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
自
己
が
大
慈
悲
心
の
故
に
、
あ

え
て
恵
ま
れ
た
果
報
を
捨
て
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
解
釈
す

る
こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、

第
三
者
に
は
、
自
己
陶
酔
的
な
も
の
と
し
か
見
な
さ
れ
な
い
で

し
ょ
う
。
一
方
、
実
際
に
苦
悩
に
呻
吟
す
る
者
に
と
っ
て
は
、

世
界
観
の
転
換
を
も
た
ら
す
曙
光
と
な
り
え
ま
す
。
た
だ
し
、

自
分
が
選
ん
で
生
ま
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
、
恵
ま
れ
な
い
現

在
の
境
遇
に
安
住
す
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
運
命
に
支
配
さ

れ
た
諦
念
の
人
生
観
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
業
生
と
願
生

の
二
つ
は
二
重
基
準
︵double standard

︶
と
い
う
べ
き
も
の
で
、

混
乱
を
も
た
ら
す
面
も
あ
り
ま
す
が
、
自
己
の
業
の
自
覚
か
ら
、

さ
ら
に
自
覚
を
深
め
て
、
自
己
の
本
願
︵
過
去
世
の
誓
願
、pūrva-

praṇidāna

︶
を
想
起
・
発
見
し
、
自
己
の
境
遇
の
変
革
、
他
者
の

救
済
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
は
、
人
生
観
の
根
本

的
な
転
換
を
も
た
ら
す
も
の
で
す
。
宿
業
に
翻
弄
さ
れ
る
凡
夫

の
境
涯
か
ら
の
解
脱
・
超
越
を
願
う
と
き
、
第
一
に
現
在
の
境

遇
の
責
任
を
他
者
に
転
嫁
す
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
責
任
に

お
い
て
引
き
受
け
る
こ
と
が
、「
宿
業
の
自
覚
」
で
す
。
し
か
し
、

そ
こ
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
変
革
を
目
指
し
て
仏

道
修
行
を
進
め
る
過
程
に
お
い
て
、「
本
願
の
自
覚
」
を
実
現
す

る
の
で
す
。
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
菩
薩
と
し
て
の
自
己
認

識
を
意
味
し
ま
す
。

　

宿
命
と
使
命
と
い
う
言
葉
が
対
照
的
に
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
宿
命
と
は
現
在
の
自
分
が
過
去
に
制
約
さ
れ

て
い
る
面
を
言
い
当
て
た
も
の
で
、
使
命
と
は
現
在
の
自
分
が

未
来
を
決
定
し
て
い
く
面
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。
宿
命
で
は
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過
去
が
中
心
と
な
り
、
後
ろ
向
き
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
使
命

で
は
未
来
が
中
心
と
な
り
、
前
向
き
で
す
。
つ
ま
り
、
存
在
と

し
て
は
同
じ
現
在
の
自
分
で
す
が
、
そ
れ
の
意
味
が
ま
っ
た
く

異
な
る
の
で
す
。
意
味
の
転
換
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
釈

尊
は
生
老
病
死
の
四
苦
を
超
越
・
解
脱
し
た
と
い
っ
て
も
、
悟

り
を
得
た
釈
尊
に
お
い
て
も
、
年
老
い
る
こ
と
、
病
に
か
か
る

こ
と
、
死
ぬ
こ
と
と
い
う
現
象
、
事
実
は
変
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
現
象
を
苦
し
み
と
し
て
捉
え
る
こ
と
か
ら

解
放
さ
れ
た
と
い
う
「
意
味
の
転
換
」
を
実
現
し
た
の
だ
と
思

い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
「
宿
業
の
自
覚
」
か
ら
「
本
願
の
自
覚
」
に
転

換
す
る
こ
と
が
大
乗
仏
教
の
重
要
な
特
色
で
あ
り
、
私
は
こ
れ

を
「
誓
願
の
宗
教
」
と
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
誓
願
の

宗
教
で
は
、
自
力
に
よ
っ
て
自
己
の
悟
り
を
追
求
す
る
の
で
も

な
く
、
他
力
に
よ
っ
て
絶
対
的
救
済
者
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
を

求
め
る
の
で
も
な
く
、
自
己
の
本
地
、
す
な
わ
ち
、
自
己
は
過

去
世
に
お
い
て
す
で
に
悟
り
を
開
い
た
大
菩
薩
で
あ
り
、
自
ら

選
ん
で
こ
の
悪
世
に
生
ま
れ
、
衆
生
の
た
め
に
『
法
華
経
』
を

説
く
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
を
深
く
自
覚
し
て
、
こ
の
世
に
お

け
る
使
命
を
実
践
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
ま
す
。

４　
『
法
華
経
』
思
想
の
中
国
・
日
本
に
お
け
る

展
開
―
智
顗
と
日
蓮

　
『
法
華
経
』
を
所
依
の
経
典
と
し
て
天
台
宗
を
開
創
し
た
智
顗

︵
五
三
八
︱
五
九
七
︶
は
、『
摩
訶
止
観
』
の
な
か
で
、『
法
華
経
』

に
基
づ
い
て
一
念
三
千
説
を
示
し
ま
し
た
。
地
獄
界
か
ら
仏
界

ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
世
界
が
自
己
の
一
瞬
の
心
、
生
命
に
収
ま
る

こ
と
を
説
き
、
我
々
の
無
限
の
可
能
性
、
と
く
に
成
仏
の
可
能

性
を
説
い
た
も
の
で
す
。『
法
華
経
』
の
一
仏
乗
思
想
、
一
切
皆

成
思
想
を
根
拠
づ
け
る
理
論
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
一

念
三
千
の
思
想
は
、
地
獄
の
衆
生
は
地
獄
界
に
住
み
、
仏
は
仏

国
土
＝
浄
土
に
住
む
と
い
う
よ
う
に
、
主
体
者
の
精
神
的
・
生

命
的
境
界
と
、
そ
の
環
境
世
界
と
が
価
値
的
に
一
体
不
二
の
関

係
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
通
常
は

静
止
的
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
す
が
、
新
し
い
発
展
的
な

解
釈
と
し
て
、
主
体
と
環
境
が
相
互
に
影
響
し
合
い
作
用
し
合

う
と
い
う
関
係
を
見
て
取
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

釈
尊
は
、
苦
の
原
因
と
し
て
個
人
に
内
在
す
る
煩
悩
を
取
り
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出
し
ま
し
た
が
、
そ
の
側
面
の
指
摘
だ
け
で
は
、
と
も
す
る
と

社
会
や
環
境
に
関
心
を
払
わ
な
い
精
神
主
義
、
主
観
的
唯
心
論

に
陥
る
危
険
性
が
あ
り
、
事
実
、
仏
教
は
長
い
間
そ
の
よ
う
に

見
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
私
は
こ
こ
で
、
社
会
、
文
化
、
環
境

な
ど
の
様
々
な
問
題
を
具
象
化
、
現
実
化
し
た
煩
悩
と
捉
え
る

こ
と
を
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
た
ん
に

個
人
の
内
部
の
煩
悩
と
の
戦
い
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
の
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
、
た
と
え
ば
戦
争
、
各
種
の
暴
力
、
経
済
格
差
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
差
別
、
人
権
侵
害
、
環
境
汚
染
、
生
命
軽

視
な
ど
の
諸
問
題
の
解
決
に
努
力
す
る
こ
と
が
、「
外
的
煩
悩
」

︵
客
体
の
世
界
に
外
在
化
し
た
煩
悩
の
意
︶
と
の
対
決
と
い
う
意
味

で
、
仏
道
修
行
と
し
て
の
意
義
を
新
た
に
獲
得
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
者
の
立
場
か
ら
言
え

ば
、
上
に
述
べ
た
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
、
と
り

も
な
お
さ
ず
自
己
の
成
仏
を
目
指
す
修
行
の
課
題
の
な
か
に
組

み
込
ま
れ
る
は
ず
な
の
で
す
。

　

日
本
の
日
蓮
︵
一
二
二
二
︱
一
二
八
二
︶
は
、
仏
教
史
に
お
い
て

は
き
わ
め
て
稀
れ
な
こ
と
で
し
た
が
、
社
会
に
対
す
る
積
極
的

な
関
心
を
示
し
ま
し
た
。
日
蓮
は
、
死
後
の
救
済
よ
り
も
、
生

き
た
人
間
が
現
世
で
幸
福
を
享
受
す
る
こ
と
を
重
視
し
、
そ
の

た
め
に
『
立
正
安
国
論
』
を
執
筆
し
、
政
治
の
実
権
者
に
積
極

的
に
社
会
の
安
定
を
訴
え
ま
し
た
。
日
蓮
は
、
上
に
提
唱
し
た

新
し
い
概
念
で
あ
る
「
外
的
煩
悩
」
が
ま
さ
に
衆
生
の
主
体
的

な
生
命
を
制
約
す
る
力
を
重
視
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

現
在
、『
法
華
経
』、
日
蓮
仏
法
と
関
連
を
有
す
る
法
華
系
新

宗
教
の
勢
力
は
、
日
本
の
宗
教
界
に
お
い
て
大
き
な
勢
力
を
持

っ
て
い
ま
す
が
、
現
世
で
の
幸
福
を
願
い
、
そ
の
障
害
と
な
る

社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
態
度

が
大
勢
の
人
々
の
共
感
を
得
た
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
法
華
系

新
宗
教
の
現
実
社
会
の
重
視
と
い
う
点
は
、
中
国
で
生
ま
れ
た

人じ
ん

間か
ん

仏
教
や
、
ベ
ト
ナ
ム
で
生
ま
れ
た
イ
ン
ゲ
ー
ジ
ド
ブ
デ
ィ

ズ
ム
︵Engaged B

uddhism

︶
の
理
念
と
も
共
通
性
を
持
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
の
現
代
仏
教
の
潮
流
を
見
る
と
き
、
自
己
の
精
神

の
修
養
を
基
礎
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
面
に
関
心
を
向
け
る

だ
け
で
は
な
く
、
現
代
の
危
機
的
状
況
に
対
応
し
て
、
広
く
社

会
に
対
し
て
貢
献
で
き
る
道
を
ま
す
ま
す
模
索
す
べ
き
で
あ
る

と
考
え
ま
す
。
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［
付
記
］
本
稿
は
、
二
〇
一
三
年
一
月
二
十
七
日
、
台
北
の
至
善

文
化
会
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
法
華
経
展
の
開
幕
式
で
中
国

語
で
講
演
し
た
内
容
の
要
約
で
あ
る
。
講
演
そ
の
も
の
は
、
拙

稿
「『
法
華
経
』
に
お
け
る
菩
薩
道
と
現
実
世
界
の
重
視
」︵『
東

洋
学
術
研
究
』
四
六
−一
、
二
〇
〇
七
年
五
月
、
八
六
−一
〇
三
頁
︶
と

「
釈
尊
の
中
心
思
想
と
『
法
華
経
』
の
特
色
」︵『
東
洋
学
術
研
究
』

四
八
−一
、
二
〇
〇
九
年
五
月
、
六
〇
−七
五
頁
︶
に
基
づ
く
も
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
新
知
見
を
盛
り
込
ん
で
要
約
し
た
。


