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法
華
経
：
そ
の
思
想
と
価
値

カ
ル
ロ
ス
・
ル
ビ
オ

※
本
稿
は
２
０
１
２
年
２
月
17
日
、﹁
法
華
経

─
平
和
と

共
生
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹂
展
の
マ
ド
リ
ッ
ド
展
開
催
を
記

念
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
Ｓ
Ｇ
Ｉ
の
ス
ペ
イ
ン
文
化
会
館
で

行
わ
れ
た
講
演
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　　
﹁
蓮
華
﹂

─
そ
れ
は
泥
沼
に
生
じ
な
が
ら
汚
れ
な
く
開
花
す

る
精
妙
な
る
美
の
模
範
で
す
。
こ
の
蓮
華
の
名
を
与
え
ら
れ
た

聖
典
こ
そ
﹁
仏
教
経
典
の
王
︵
経
王
︶﹂
す
な
わ
ち
法
華
経
で
す
。

法
華
経
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
経
典
﹁
サ
ダ
ル
マ
・
プ
ン
ダ

リ
ー
カ
・
ス
ー
ト
ラ
﹂
の
漢
訳
経
の
名
称
と
し
て
つ
と
に
知
ら

れ
、
逐
語
訳
的
に
は
﹁
妙
法
・
蓮
華
・
経
﹂
と
な
り
ま
す
。
こ

の
経
は
、
仏
教
経
典
の
中
で
も
最
も
多
く
の
注
釈
が
な
さ
れ
て

お
り
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
極
東
の
国
々
に
影
響
を
与
え
て

き
ま
し
た
。
今
日
で
も
中
国
、
韓
国
、
日
本
そ
の
他
の
東
ア
ジ

ア
諸
国
の
仏
教
徒
の
深
い
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
宇
宙
を
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
た
映
画
」の
ご
と
く

　

法
華
経
は
あ
た
か
も
、
壮
大
な
規
模
で
多
次
元
に
展
開
さ
れ

る
映
画
の
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
鑑
賞
す
る
に
は
、
映

画
館
の
入
口
で
渡
さ
れ
る
︵
３
Ｄ
映
画
の
た
め
の
︶
専
用
眼
鏡
な

ど
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
素
直
な
心
が
あ
れ
ば
よ
い
の

で
す
。
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法
華
経
に
描
か
れ
る
出
来
事
は
、
計
算
で
き
な
い
ほ
ど
の
時

間
的
長
さ
と
宇
宙
的
広
が
り
の
世
界
で
起
こ
り
ま
す
。
こ
こ
に

は
古
代
イ
ン
ド
の
宇
宙
生
成
論
が
、
多
く
の
面
で
反
映
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

仏
教
用
語
の
﹁
十
界
﹂﹁
十
法
界
﹂
と
は
、
一
切
衆
生
を
十
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
た
も
の
で
す
が
、
十
界
の
一
つ
一
つ
を

判
別
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
な
ぜ
な
ら
私
た
ち
が
法
華
経
の

展
開
を
目
で
追
う
巨
大
な
ス
ク
リ
ー
ン
に
は
、
各
界
の
住
人
の

説
明
が
続
き
、
彼
ら
は
そ
の
境
界
ご
と
に
一
群
と
な
っ
て
︵
妙
法

を
聴
い
て
︶
歓
喜
し
躍
動
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

私
た
ち
の
世
界
は
、
空
間
的
に
は
三
次
元
の
世
界
で
あ
り
、

あ
る
い
は
四
次
元
の
世
界
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
法
華
経

の
究
極
の
精
神
世
界
は
、
も
っ
と
多
次
元
の
映
画
の
よ
う
で
あ

り
、
し
か
も
、
す
べ
て
の
次
元
が
途
方
も
な
く
大
き
く
、
全
宇

宙
を
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
て
映
し
出
さ
れ
る
の
で
す
。

　

こ
の
金
曜
日
の
午
後
、
わ
ざ
わ
ざ
お
越
し
く
だ
さ
っ
た
皆
さ

ま
方
が
、
こ
の
巨
大
な
映
画
の
巨
大
な
ス
ク
リ
ー
ン
を
前
に
、

し
っ
か
り
と
目
を
開
い
て
い
か
れ
る
よ
う
、
ご
案
内
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
映
画
と
は
い
っ
て
も
、
信
仰
の
贈
り
物

を
受
け
取
ら
れ
て
い
る
皆
さ
ま
に
と
っ
て
は
、
ご
自
身
が
出
演

者
で
あ
り
登
場
人
物
な
の
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
私
は
な
ん
と

大
胆
で
非
礼
な
の
で
し
ょ
う
！　

こ
の
信
仰
を
し
て
い
な
い
の

に
、
皆
さ
ま
に
こ
の
映
画
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
い
う
の
で
す
か

ら
。
私
こ
そ
、
こ
の
映
画
を
﹁
吹
き
替
え
版
﹂
か
﹁
字
幕
付
き
﹂

で
何
度
も
観
る
べ
き
人
間
な
の
で
す
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
皆
さ

ま
は
こ
の
映
画
の
重
要
な
登
場
人
物
な
の
で
す
。
ど
う
か
私
の

あ
つ
か
ま
し
さ
を
お
許
し
く
だ
さ
い
。

　

で
は
、
映
画
・
法
華
経
の
内
容
と
は
？　

つ
た
な
く
は
あ
り

ま
す
が
、
そ
れ
を
説
明
す
る
の
が
、
今
日
の
お
話
の
目
的
で
す
。

法
華
経
の
歴
史
と
構
成

　

法
華
経
は
、
万
人
救
済
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
、
描
か
れ
た
イ
メ
ー

ジ
の
美
し
さ
を
特
徴
と
し
、
仏
教
の
複
雑
な
歴
史
の
中
で
も
最

終
的
な
教
え
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
法
華
経
に
は

そ
れ
以
前
の
さ
ま
ざ
ま
な
傾
向
性
が
流
れ
込
ん
で
い
ま
す
。

　

は
じ
め
は
北
部
イ
ン
ド
の
言
語
で
書
か
れ
ま
し
た
が
、
紀
元

前
１
世
紀
か
２
世
紀
頃
ま
で
に
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
編
纂
さ

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
典
の
価
値
は
広
く
称
揚
さ
れ
流
布
さ
れ
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ま
し
た
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
訳
さ
れ
た
漢
訳
経
典
の
日
付

に
よ
っ
て
、
西
暦
２
５
５
年
に
は
成
文
化
さ
れ
た
経
文
が
確
実

に
存
在
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
部
で
６
種
の
漢
訳
版
が
あ

っ
た
よ
う
で
、
そ
の
う
ち
３
種
は
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
保
存
さ

れ
た
３
種
︵﹃
正
法
華
経
﹄﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄﹃
添
品
妙
法
蓮
華
経
﹄︶
の

う
ち
、
西
暦
４
０
６
年
に
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
﹃
妙

法
蓮
華
経
﹄
が
中
国
で
は
最
も
流
布
し
、
中
国
文
化
の
影
響
を

受
け
た
国
々
に
も
大
い
に
流
布
し
て
い
き
ま
し
た
。
鳩
摩
羅
什

の
漢
訳
は
、
文
体
に
お
い
て
も
内
容
に
お
い
て
も
最
も
豊
か
で

優
れ
て
い
る
こ
と
を
、
だ
れ
も
が
認
め
て
き
ま
し
た
。
ス
ペ
イ

ン
語
版
の
法
華
経
も
、
鳩
摩
羅
什
の
漢
訳
版
を
基
礎
に
し
て
い

ま
す
。

　

鳩
摩
羅
什
の
漢
訳
作
業
で
は
、
多
く
の
弟
子
が
補
佐
し
、
弟

子
た
ち
と
意
見
を
交
換
し
つ
つ
作
業
は
進
め
ら
れ
ま
し
た
。
チ
ー

ム
を
組
ん
で
の
作
業
の
中
で
、
経
文
へ
の
注
釈
が
書
き
出
さ
れ
、

そ
れ
ら
が
分
類
さ
れ
特
徴
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。﹃
妙
法
蓮
華
経
疏
﹄

は
鳩
摩
羅
什
の
弟
子
の
一
人
・
竺
道
生
︵
３
５
５
～
４
３
４
年
︶

に
よ
っ
て
書
か
れ
、
注
釈
の
編
纂
の
中
で
最
も
旧
い
も
の
で
す
。

そ
こ
で
は
、
第
14
章
︵
安
楽
行
品
︶
と
第
15
章
︵
従
地
涌
出
品
︶
の

間
で
経
が
二
分
割
さ
れ
、
前
半
を
﹁
因
﹂
に
関
す
る
も
の
、
後

半
を
﹁
果
﹂
に
関
す
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
分
け
方
は

今
日
ま
で
の
伝
統
と
な
っ
て
い
ま
す
。
天
台
宗
の
実
質
的
開
祖

で
あ
る
天
台
︵
智
顗
︶
も
、
こ
れ
を
尊
重
し
、
前
半
を
︵
根
源
の

仏
が
垂
迹
し
て
︶
跡
を
残
し
た
部
分
︵
迹
門
︶
な
い
し
理
論
的
教
え

の
部
分
と
し
、
後
半
を
根
源
の
部
分
︵
本
門
︶
な
い
し
肝
要
な
教

え
の
部
分
と
定
め
ま
し
た
。
そ
し
て
、
前
半
は
、
第
２
章
︵
方
便

品
︶
を
中
心
と
し
、
妙
法
を
一
乗
の
法
と
し
て
説
く
歴
史
上
の
仏

─
す
な
わ
ち
イ
ン
ド
に
生
ま
れ
、
そ
の
生
涯
の
間
に
悟
り
を

開
い
た
釈
迦
牟
尼
の
説
教
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
ま
す
。
後

半
は
、
第
16
章
︵
如
来
寿
量
品
︶
を
中
心
と
し
て
、
釈
迦
牟
尼
と

し
て
の
仮
の
姿
を
捨
て
て
、
久
遠
の
昔
に
成
仏
し
た
と
い
う
本

地
を
明
か
し
た
仏
に
よ
る
説
法
の
形
を
と
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
﹁
一
乗
の
法
と
し
て
の
妙
法
﹂
お
よ
び
﹁
仏
の
永
遠
の
生
命
﹂

の
二
つ
は
、
法
華
経
の
基
本
概
念
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
今
日
ま

で
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
、
主
題
に
よ
る
基
本
的
分
割
と
は
別
に
、
経
文
が

永
い
年
月
の
間
に
編
集
を
重
ね
ら
れ
て
き
た
経
緯
を
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
。
法
華
経
の
成
文
化
に
つ
い
て
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
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﹁
偈
﹂
と
呼
ば
れ
る
詩
的
な
部
分
は
紀
元
前
１
世
紀
頃
ま
で
に
成

文
化
さ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
散
文
の
部
分
は
そ
の
後
、
お
そ

ら
く
西
暦
40
～
50
年
頃
ま
で
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

ほ
と
ん
ど
の
章
が
散
文
と
詩
偈
の
組
み
合
わ
せ
で
で
き
て
い

ま
す
が
、
詩
偈
は
記
憶
し
や
す
い
た
め
、
伝
承
の
手
段
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
偈
の
部
分
が
最
初
に
作
ら
れ
た
は
ず

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
詩
の
部
分
を
敷
衍
な
い

し
注
釈
す
る
散
文
が
書
き
加
え
ら
れ
た
の
で
す
。
た
だ
し
、
現

在
編
纂
さ
れ
て
い
る
経
文
で
は
、
前
に
出
て
く
る
散
文
の
部
分

の
内
容
を
、
後
か
ら
詩
偈
が
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
法
華
経
の
原
型
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
添
加
﹂
が
な

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
何
人
か
の
学
者
は
、
そ
れ
ら

の
添
加
の
後
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
経
文
に
７
回
の
︵
文
章
・
内

容
の
︶
編
集
が
行
わ
れ
た
が
、
経
文
の
原
型
自
体
は
西
暦
２
０
０

年
頃
ま
で
に
確
定
し
て
い
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
う

し
た
変
遷
を
経
て
い
た
と
し
て
も
、
法
華
経
は
全
体
と
し
て
非

常
に
調
和
の
と
れ
た
印
象
を
与
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ルビオ教授（檀上左）の講演会に詰めかけたスペインの市民
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集
っ
た
会
衆
は
「
釈
尊
己
心
」
の
存
在

　

法
華
経
に
述
べ
ら
れ
る
出
来
事
は
、
宇
宙
大
の
規
模
の
世
界

で
起
こ
り
ま
す
。

　

前
提
と
な
る
世
界
観
で
は
、
私
た
ち
が
住
む
世
界
は
、
須
弥

山
と
い
う
巨
大
な
山
を
中
心
と
し
た
四
つ
の
州
か
ら
な
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
中
心
に
位
置
す
る
こ
の
須
弥
山
の
南
に

は
、︵
聖
書
に
説
か
れ
る
︶
天
の
エ
ル
サ
レ
ム
の
よ
う
に
、
閻え
ん

浮ぶ

堤だ
い

す
な
わ
ち
閻
浮
と
い
う
大
樹
が
豊
か
に
生
い
茂
る
州
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
地
形
は
二
等
辺
三
角
形
を
逆
さ
ま
に
し
た
か
た
ち
で
、

地
表
は
ガ
ン
ジ
ス
河
を
含
む
四
大
河
で
潤
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
北
側
が
広
く
南
に
行
く
に
し
た
が
っ
て
狭
く
な
り
、

南
端
が
と
が
っ
て
い
る
と
い
う
、
現
在
の
イ
ン
ド
を
思
わ
せ
る

地
形
で
す
。
こ
の
州
に
は
16
の
大
国
、
５
百
の
中
国
、
10
万
の

小
国
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
国
々
に
は
悪
業
を
も
っ
た
人
々

が
住
む
た
め
幸
せ
は
少
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
住
民

を
救
う
た
め
、
こ
の
州
を
選
ん
で
仏
が
出
現
す
る
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

　

四
州
か
ら
な
る
我
々
の
世
界
の
外
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
角
に

無
数
の
世
界
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
も
四
州
か
ら
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
仏
が
人
々
を
導
い
て
い
ま
す
。
我
々
の
世
界

と
同
じ
く
、こ
れ
ら
す
べ
て
の
世
界
も
、
天
文
学
的
時
間
の
﹁
成
、

住
、
壊
、
空
﹂
の
サ
イ
ク
ル
に
、
永
遠
に
支
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
経
文
の
よ
う
に
、
法
華
経
も
﹁
如
是
我

聞
﹂
の
言
葉
で
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
伝
統
的
に
、
釈
尊

の
多
く
の
説
法
の
座
に
居
合
わ
せ
た
阿
難
︵
阿
難
陀
／
ア
ー
ナ
ン

ダ
︶
の
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
阿
難
は
、
釈
迦
牟
尼
が
霊
鷲
山

の
頂
で
法
華
経
を
説
い
た
様
子
を
述
べ
ま
す
。
こ
の
冒
頭
の
句

の
段
階
で
は
、
我
々
は
ま
だ
、
ゴ
ー
タ
マ
あ
る
い
は
釈
迦
牟
尼

が
紀
元
前
５
世
紀
に
教
え
を
説
い
た
、
イ
ン
ド
の
マ
ガ
ダ
国

の
都
・
王
舎
城
の
郊
外
と
い
う
歴
史
的
現
実
の
世
界
に
お
り

ま
す
。

　

し
か
し
、
次
の
場
面
で
阿
難
は
、
仏
陀
の
言
葉
を
聞
く
た
め

に
参
集
し
た
数
限
り
な
く
多
様
な
天
界
の
衆
生
、
人
界
の
衆
生
、

非
人
界
の
衆
生
に
言
及
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
日
常
の

現
実
世
界
を
後
に
し
て
、
別
の
世
界

─
同
様
に
現
実
で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
し
か
も
日
常
を
超
え
て
い
る
世
界

─
に
入
っ

た
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。
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現
代
人
は
、
理
性
と
論
理
、
そ
し
て
現
実
の
＂
忠
実
な
＂
表

現
と
し
て
の
歴
史
と
い
う
﹁
現
代
の
神
話
﹂
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か

っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
読
者
が
こ
の
経
を
開
い
た
と
き
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
初
の
関
門
が
こ
こ
に
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
仏
と
菩
薩
た
ち
の
説
法
の
舞
台
は
、
時
間
、
空
間
、

理
論
、
理
性
を
超
え
た
、
も
ち
ろ
ん
歴
史
も
超
え
た
、
我
々
の

通
常
の
観
念
を
完
全
に
超
越
し
た
世
界
に
属
し
て
い
ま
す
。
ガ

ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
の
よ
う
な
無
数
の
衆
生
や
世
界
に
つ
い
て
、

ま
た
数
え
き
れ
な
い
劫
の
昔
に
起
こ
っ
た
出
来
事
に
つ
い
て
、

繰
り
返
し
語
ら
れ
る
の
で
す
。

　

一
つ
の
小
劫

─
し
ば
し
ば
単
に
﹁
劫
﹂
と
表
現
さ
れ
ま
す

が

─
こ
れ
は
１
６
０
０
万
年
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
天

文
学
的
な
量
や
数
字
は
実
際
の
も
の
で
は
な
く
、
読
者

─
仏

の
説
法
で
は
聴
聞
者

─
に
、
数
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
無
量

性
と
い
う
も
の
を
、
し
っ
か
り
と
印
象
づ
け
る
た
め
の
仮
の
数

字
な
の
で
す
。
文
字
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
た

だ
の
比
喩
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
の
と
同
様
に
、
あ
ま
り
に
も

単
純
な
解
釈
で
す
。
こ
れ
ら
は
、あ
く
ま
で
現
実
で
す
。
た
だ
し
、

こ
の
経
文
の
中
に
お
け
る
壮
大
な
現
実
／
非
現
実
な
の
で
す
。

法
華
経
は
お
と
ぎ
話
で
も
な
け
れ
ば
、
Ｓ
Ｆ
小
説
で
も
な
い
の

で
す
。

　

在
家
の
仏
教
団
体
・
創
価
学
会
の
戸
田
城
聖
第
二
代
会
長
は
、

我
々
の
日
常
的
数
量
と
経
文
上
の
数
量
と
の
矛
盾
を
、
巧
み
な

風
刺
に
よ
っ
て
、
こ
う
論
じ
て
い
ま
すあ
。

　
﹁
菩
薩
だ
け
集
ま
っ
て
も
八
万
人
。
声
聞
だ
け
一
万
二
千
集
ま

る
と
い
っ
て
も
た
い
へ
ん
で
す
。
拡
声
器
も
な
か
っ
た
時
代
に

何
十
万
の
人
を
集
め
て
釈
尊
が
講
義
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
か
。

法
華
経
の
文
上
か
ら
み
れ
ば
集
ま
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
た
い
へ
ん
な
数
で
す
。
何
十
万
の
人
を
集
め
て
講
義
し

た
と
。
そ
れ
な
ら
ウ
ソ
か
と
。
ウ
ソ
で
は
な
い
。
で
は
ほ
ん
と

う
に
集
ま
っ
た
の
か
。
何
十
万
の
人
に
拡
声
器
も
な
く
て
、
い

く
ら
仏
が
大
音
声
を
出
し
た
か
ら
と
い
っ
て
講
義
で
き
ま
し
ょ

う
か
﹂

　
﹁
八
年
間
、
そ
れ
ら
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
で

す
。
八
年
間
集
ま
っ
て
い
た
ら
飯め

し

を
た
く
だ
け
で
も
た
い
へ
ん

で
す
。
便
所
な
ん
か
ど
う
し
た
と
思
い
ま
す
か
。
で
は
ウ
ソ
か

と
い
う
の
か
。
ウ
ソ
で
は
な
い
。
集
ま
っ
た
と
も
い
え
る
し
、

集
ま
ら
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
の
で
す
﹂
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﹁
そ
の
何
十
万
と
集
ま
っ
た
の
は
釈
尊
己
心
の
声
聞
で
あ
り
、

釈
尊
己
心
の
菩
薩
な
の
で
す
。
何
千
万
い
た
っ
て
さ
し
つ
か

え
な
い
﹂

　

こ
の
経
は
、
お
と
ぎ
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
、
統
計
的

デ
ー
タ
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
心
の

枠
を
は
ず
そ
う
と
し
、
理
性
の
束
縛
を
破
り
、
従
来
の
時
空
概

念
か
ら
知
性
を
解
放
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
事
実
、﹁
空
﹂

の
領
域
に
な
る
と
、
時
空
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
我
々
の
通
常

の
概
念
や
日
常
の
規
範
は
、
ま
っ
た
く
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
こ

の
よ
う
に
し
て
読
者
は
、
概
念
の
束
縛
と
い
う
重
荷
か
ら
逃
れ
、

自
由
を
享
受
し
つ
つ
、
法
華
経
の
教
え
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
教
え
は
読
者
自
身
の
存
在
の
奥

底
に
ま
で
届
く
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
法
華
経
の
宇
宙
に
誰
も
住
ん
で
い
な
い
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
経
文
の
あ
ち
こ
ち
に
綺
羅
星
の
ご
と
く
散
り

ば
め
ら
れ
た
宇
宙
生
成
の
概
念
に
よ
れ
ば
、
こ
の
世
界
・
閻
浮

堤
に
住
む
衆
生
は
、
す
な
わ
ち
我
々
で
あ
り
、
地
獄
、
餓
鬼
、

畜
生
、
修
羅
、
人
、
天
と
い
う
﹁
六
道
﹂
の
階
層
を
輪
廻
し
て

い
る
の
で
す
。

法
華
経
の
主
張
①

─

　「
一
仏
乗
の
妙
法
」
だ
け
が
あ
る

　

さ
ま
ざ
ま
な
驚
嘆
す
べ
き
出
来
事
が
続
い
て
、
我
々
が
観
て

い
る
映
画
の
宇
宙
的
な
ス
ケ
ー
ル
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
わ
け
で

す
が
、
そ
の
後
、
仏
陀
は
説
法
を
始
め
ま
す
。

　

そ
の
中
で
際
立
つ
最
初
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
成
仏
に
至
る
乗
り

物
は
ひ
と
つ
し
か
な
い
、
す
な
わ
ち
成
仏
へ
の
一
乗
の
法
だ
け

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
、
仏
陀
は
３
つ
の
道

な
い
し
乗
り
物
、
す
な
わ
ち
三
乗
の
法
︵
声
聞
乗
、
縁
覚
乗
、
菩
薩

乗
︶
を
教
え
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
今
や
、
信
仰
者
は
こ
れ
ら
の

劣
る
道
を
捨
て
て
、
成
仏
を
求
め
る
た
め
、
法
華
経
の
表
現
で

い
え
ば
阿あ

耨の
く

多た

羅ら

三さ
ん

藐み
ゃ
く

三さ
ん

菩ぼ

提だ
い

に
至
る
た
め
に
、
唯
一
の
一
乗

の
法
だ
け
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
す
。
な

ぜ
、
か
つ
て
三
乗
の
教
え
を
説
い
た
の
か
と
問
わ
れ
る
と
、
仏

陀
は
答
え
ま
す
。
信
仰
者
た
ち
は
ま
だ
、
こ
の
至
極
の
真
実
を

理
解
す
る
準
備
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
。
そ
の
た
め
に
、

い
わ
ゆ
る
方
便
を
使
っ
て
、
徐
々
に
よ
り
高
い
解
脱
の
道
へ
と

彼
ら
を
導
い
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。
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い
く
つ
か
の
大
乗
経
典
で
は
、
舎
利
弗
な
ど
小
乗
を
代
表
す

る
仏
陀
の
直
弟
子
た
ち
が
厳
し
く
弾だ

ん

呵か

︵
批
判
︶
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
法
華
経
で
は
、
彼
ら
全
員
へ
の
慈
悲
に
あ
ふ
れ

る
言
葉
が
説
か
れ
、
仏
陀
の
そ
の
言
葉
を
弟
子
た
ち
が
理
解
し

て
、
深
い
感
謝
で
応
え
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
仏
陀
は
、

彼
ら
が
未
来
世
に
成
仏
す
る
と
い
う
記
別
を
与
え
、
彼
ら
が
衆

生
を
化
導
す
る
仏
国
土
ま
で
明
か
す
の
で
す
。

　

法
華
経
の
教
え
は
至
高
の
も
の
で
あ
り
、
菩
薩
た
ち
だ
け
が

そ
の
奥
義
を
理
解
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
エ
リ
ー
ト
の
た
め
だ
け

の
教
え
で
は
な
く
、
一
切
衆
生
の
た
め
の
教
え
で
す
。
し
た
が

っ
て
、
仏
陀
は
さ
ま
ざ
ま
な
救
い
の
手
段
︵
方
便
︶
を
講
じ
、
そ

れ
ら
は
七
譬
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
有
名

な
﹁
三
車
火
宅
の
譬
え
﹂︵
譬
喩
品
第
三
︶、
ル
カ
伝
15
章
の
放
蕩

息
子
の
寓
話
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
﹁
長
者
窮
子
の
譬
え
﹂︵
信
解

品
第
四
︶、
雨
は
薬
草
や
樹
木
を
平
等
に
潤
す
が
、
樹
木
は
そ
れ

ぞ
れ
の
器
に
よ
っ
て
違
う
受
け
取
り
方
を
す
る
と
い
う
﹁
三
草

二
木
の
譬
え
﹂︵
薬
草
喩
品
第
五
︶、
幻
の
城
を
出
現
さ
せ
て
旅
人

が
歩
み
続
け
る
よ
う
励
ま
す
﹁
化
城
宝
処
の
譬
え
﹂︵
化
城
喩
品

第
七
︶
な
ど
で
す
。
さ
ら
に
、
第
八
章
︵
五
百
弟
子
受
記
品
︶
に
は
、

法華七譬のひとつ「衣裏珠の譬え」（五百弟子受記品第八）の説明パネルの前で（本年
２月17日、マドリッド展で）
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と
く
に
内
容
豊
か
な
譬
え
が
語
ら
れ
ま
す
。﹁
衣
裏
珠
の
譬
え
﹂

で
す
。
施
し
物
で
生
き
て
い
た
一
人
の
乞
食
が
、
長
年
の
間
、

自
分
の
衣
服
の
裏
に
縫
い
込
ま
れ
た
﹁
無む

価げ

の
︵
値
段
が
つ
け
ら

れ
な
い
︶
宝
珠
﹂
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
こ
の
簡
潔

な
物
語
は
、
あ
ま
た
の
幸
福
論
よ
り
も
ず
っ
と
よ
く
真
理
を
描

き
出
し
て
い
ま
す
。
幸
せ
に
な
る
た
め
の
法
則
は
ど
こ
に
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
？　

そ
れ
は
心
の
中
に
、
一
人
ひ
と
り
の
内
面

に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

─
と
。

　

救
済
の
た
め
の
一
乗
の
妙
法
が
全
宇
宙
を
貫
い
て
い
る
と
い

う
法
華
経
の
思
想
は
、
そ
の
重
要
性
に
ふ
さ
わ
し
く
、
後
代
に

幾
つ
も
の
展
開
を
見
せ
ま
し
た
。
鳩
摩
羅
什
は
こ
の
概
念
を
﹁
諸

法
実
相
﹂
と
翻
訳
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
﹁
宇
宙
の
実
相
﹂
と
も

表
現
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
概
念
を
基
盤
と
し
て
、
天
台
は

﹁
一
念
三
千
﹂
の
教
義
を
体
系
化
し
ま
し
た
。﹁
三
千
﹂
と
は
一

瞬
一
瞬
の
生
命
が
示
す
種
々
相
を
指
し
ま
す
。
一
念
三
千
の
教

義
は
、
小
宇
宙
︵
一
念
︶
と
大
宇
宙
︵
三
千
︶
と
は
相
互
に
依
存

し
つ
つ
、
そ
の
奥
底
で
一
つ
で
あ
り
、
一
乗
の
妙
法
と
調
和
し

た
総
体
を
な
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
す
。
一
方
、
十
界
の
曼

荼
羅
は
、
地
獄
か
ら
仏
界
に
至
る
十
界
ま
た
は
十
法
界
に
分
か

れ
た
宇
宙
に
住
む
種
々
の
衆
生
を
図
示
し
て
い
ま
す
が
、
も
ち

ろ
ん
一
乗
の
妙
法
の
も
と
に
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

近
代
の
法
華
経
信
仰
者
で
あ
っ
た
日
本
の
文
学
者
・
宮
沢
賢

治
︵
１
８
９
６
～
１
９
３
３
年
︶
は
、
そ
の
作
品
﹁
農
民
芸
術
概
論

綱
要
﹂
で
、
同
じ
思
想
を
美
し
く
表
現
し
て
い
ま
す
。

　
﹁
ま
づ 

も
ろ
と
も
に 

か
が
や
く
宇
宙
の
微
塵
と
な
り
て 

無
方

の
空
に
ち
ら
ば
ら
う
﹂
と
。

法
華
経
の
主
張
②

─

　
万
人
が
成
仏
で
き
る

　

法
華
経
の
第
２
の
中
心
思
想
は
仏
法
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
普
遍

性
、
す
な
わ
ち
仏
界
が
万
人
に
内
在
し
て
い
る
と
い
う
主
張
で

す
。
第
12
章
・
提
婆
達
多
品
で
は
、
仏
陀
は
、
悪
逆
の
限
り
を

尽
く
し
た

─
釈
迦
牟
尼
の
命
を
奪
お
う
と
し
、
僧
団
の
和
合

を
破
壊
し
た

─
提
婆
達
多
で
あ
っ
て
も
、
前
世
で
善
根
を
積

ん
だ
の
で
、
救
わ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
仏
と
な
る
こ
と
を
明
か

し
ま
す
。
こ
の
例
は
仏
教
の
無
限
の
慈
悲
を
示
す
も
の
で
す
。

法
華
経
で
は
善
悪
二
元
論
を
超
え
て
お
り
、
善
と
悪
と
は
必
ず

し
も
排
斥
し
合
う
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
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同
じ
提
婆
達
多
品
に
は
、
法
華
経
の
普
遍
性
と
救
済
力
と
の

さ
ら
な
る
証
明
が
あ
り
ま
す
。
文
殊
菩
薩
は
、
海
底
に
あ
る
龍

宮
︵
龍
王
の
城
︶
で
法
華
経
を
説
い
て
い
た
と
き
の
こ
と
を
語
り

ま
す
。
龍
︵
ナ
ー
ガ
︶
た
ち
は
、
イ
ン
ド
の
神
話
に
よ
れ
ば
、
人

間
で
な
い
衆
生
で
あ
り
、
仏
法
守
護
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
文

殊
菩
薩
は
﹁
あ
な
た
の
説
法
を
聞
い
た
人
々
の
中
で
、こ
れ
ま
で
、

誰
か
成
仏
し
た
人
が
あ
り
ま
し
た
か
？
﹂
と
質
問
さ
れ
、﹁
あ
り

ま
し
た
﹂
と
答
え
ま
す
。﹁
そ
れ
は
、
よ
う
や
く
８
歳
に
な
っ
た

ば
か
り
の
少
女
で
し
た
﹂。
こ
の
答
え
に
、
会
衆
は
大
変
に
驚
き

ま
し
た
。
釈
迦
牟
尼
で
さ
え
成
仏
す
る
の
に
何
劫
も
の
間
、
修

行
し
た
こ
と
を
、
皆
が
知
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
そ
の

と
き
、
唖
然
と
し
て
い
る
会
衆
の
前
に
、
一
人
の
少
女
が
進
み

出
て
、
そ
れ
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
行
動
で
証
明
し
た
の
で
す
。

初
期
の
仏
教
で
は
、
女
性
は
五
障
が
あ
る
︵
梵
天
・
帝
釈
・
魔
王
・

転
輪
聖
王
・
仏
の
５
者
に
な
れ
な
い
︶
と
い
う
理
由
で
、
決
し
て
成

仏
で
き
な
い
と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
法
華
経
は
、
こ
の
主

張
を
決
定
的
に
打
ち
破
り
ま
す
。
こ
の
少
女
は
人
間
で
す
ら
な

く
龍
で
あ
り
、
女
性
で
あ
り
、
や
っ
と
８
歳
に
な
っ
た
ば
か
り

で
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
殊
菩
薩
の
説
法
を
聴
く

や
い
な
や
、
霊
的
進
歩
の
最
高
レ
ベ
ル
に
達
し
た
の
で
す
。
こ

こ
に
お
い
て
、
こ
の
経
の
革
命
的
教
義
が
、
性
︵
男
か
女
か
︶、

年
齢
︵
子
ど
も
か
大
人
か
︶、
種
︵
人
間
か
人
間
で
な
い
か
︶、
時
間
︵
即

身
成
仏
か
歴
劫
修
行
か
︶
な
ど
の
差
別
を
す
べ
て
超
え
て
有
効
で

あ
る
こ
と
を
重
ね
て
示
し
た
の
で
す
。
成
仏
の
普
遍
性
に
関
す

る
、
こ
う
し
た
驚
嘆
す
べ
き
開
示
は
、
法
華
経
の
中
ほ
ど
の
諸

品
に
み
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
経
の
２
番
目
の
重
要
思
想

で
す
。

法
華
経
の
主
張
③

─
常
住
永
遠
の
仏

　

法
華
経
の
後
半
で
は
、
同
様
に
根
本
的
に
重
要
な
３
番
目
の

思
想
、
仏
の
永
遠
の
生
命
を
扱
い
ま
す
。
第
16
章
﹁
如
来
寿
量
品
﹂

で
は
、
釈
迦
牟
尼
は
永
遠
の
昔
に
成
仏
し
て
い
た
こ
と
が
明
か

さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
イ
ン
ド
に
生
誕
し
80
歳
で
逝
去
す
る
釈

迦
牟
尼
は
、
そ
の
永
遠
の
仏
が
我
々
の
世
界
に
示
現
し
た
応
身

仏
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
ま
す
。

　

仏
陀
の
永
遠
性
が
説
か
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
３
つ
の
説

明
が
可
能
で
す
。
ひ
と
つ
は
、
多
く
の
異
な
る
仏
を
統
一
す
る

必
要
で
す
。
仏
陀
崇
拝
の
歴
史
は
、
釈
迦
牟
尼
の
信
奉
者
た
ち
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が
、
仏
が
こ
の
世
を
去
っ
た
後
、
仏
の
聖
遺
物
を
礼
拝
す
る
だ

け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
仏
自
身
の
存
在
を
求
め
た
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。
ほ
ど
な
く
釈
迦
牟
尼
の
代
わ
り
の
仏
た
ち
が
見
出
さ

れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
出
現
し
た
異
な
る
仏
た
ち
を
法
華
経
は

統
一
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
仏
を
、
一
人
の
永
遠
な

る
仏
の
示
現
と
し
て
位
置
づ
け
て
、
一
体
の
も
の
と
し
た
の
で

す
。
ふ
た
つ
目
の
説
明
と
し
て
、
こ
の
永
遠
の
仏
は
統
一
的
な

真
理
に
本
有
の
も
の
と
さ
れ
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
一
乗
の

妙
法

─
宇
宙
の
統
一
的
真
理
は
自
然
の
法
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
人
格
を
も
つ
生
き
た
永
遠
の
実
在
で
も
あ
り
、
す
べ
て
の

衆
生
、す
べ
て
の
生
命
を
貫
い
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
第
３
に
、

永
遠
の
仏
の
脈
動
は
、
現
実
世
界
の
活
動
を
通
し
て
感
得
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
を
歴
史
上
の
釈
迦
牟
尼
は
、

わ
ざ
わ
ざ
説
明
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
寿
量
品
で
、
永
遠
の
仏

陀
は
終
わ
り
の
な
い
菩
薩
行
を
続
け
て
い
る
︵
娑
婆
世
界
説
法
教

化
︶
と
説
明
す
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
説
明
に
対
し
て
、︵
現
象
面
だ
け
を
見
て
︶
仏
陀
は
時

に
涅
槃
に
入
り
、
時
に
こ
の
世
に
ま
た
出
現
す
る
の
で
は
な
い

か
と
反
駁
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
こ
と
は
す
べ
て
、
仏
が
︵
入
滅
せ
ず
︶
い
つ
も
存
在
し

て
い
れ
ば
、
人
間
は
そ
れ
に
慣
れ
て
、
成
仏
へ
の
求
道
を
怠
っ

て
し
ま
う
た
め
、
そ
う
さ
せ
な
い
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。
彼
の
身
体
的
消
滅
は
、
人
類
が
努
力
す
る
よ
う
仕
向
け
る

た
め
の
﹁
方
便
﹂
で
し
か
な
く
、
多
様
な
個
人
の
能
力
と
性
質

に
応
じ
て
教
え
を
示
す
慈
悲
の
表
れ
の
一
つ
な
の
で
す
。
こ
の

よ
う
に
、
法
華
経
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
歴
史
上
の
人
物
で
あ

っ
た
仏
は
、
時
間
と
空
間
の
枠
を
超
え
た
存
在
と
な
り
、
あ
ら

ゆ
る
場
所
に
、
そ
し
て
一
切
衆
生
の
中
に
存
在
す
る
、
真
理
と

慈
悲
の
永
遠
な
る
原
理
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

「
真
理
」「
生
命
」「
菩
薩
行
」

　

伝
統
的
な
分
析
と
経
典
テ
キ
ス
ト
の
歴
史
的
成
立
過
程
へ
の

理
解
を
基
礎
に
す
れ
ば
、
法
華
経
の
主
要
な
内
容
は
３
つ
の
要

素
に
凝
縮
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
法
な
い
し
教
義
（
ダ
ル
マ
）、

完
全
な
る
存
在
（
仏
）、
人
間
群
（
菩
薩
た
ち
）。
も
っ
と
簡
潔
に

言
え
ば
、
真
理
、
生
命
、
修
行
で
す
。
す
な
わ
ち
、
宇
宙
の
統

一
的
真
理
︵
一
乗
の
妙
法
︶、
永
遠
の
生
命
︵
永
遠
の
仏
陀
︶
お
よ

び
現
実
世
界
で
の
人
間
の
活
動
︵
菩
薩
行
︶
が
、
こ
の
経
の
３
大



17

「東洋学術研究」第51巻第２号

法華経：その思想と価値

テ
ー
マ
な
の
で
す
。
そ
れ
ら
は
順
に
、
法
華
経
の
説
法
の
第
１

の
場
面
︵
迹
門
の
前
霊
鷲
山
会
︶、
第
２
の
場
面
︵
虚
空
会
、
11
章
か

ら
22
章
︶、
さ
ま
ざ
ま
な
菩
薩
の
行
が
説
か
れ
る
第
３
の
場
面
︵
本

門
の
後
霊
鷲
山
会
︶
に
対
応
し
て
い
ま
す
。

　

最
後
の
﹁
修
行
︵
菩
薩
行
︶﹂
に
お
い
て
は
、
真
実
の
教
え
を

実
践
す
る
必
要
性
、
そ
し
て
人
生
の
苦
難
を
耐
え
忍
ぶ
必
要
性

を
明
示
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
13
世
紀
の
日
本
の
よ
う
な

政
治
的
、
思
想
的
混
乱
が
顕
著
な
時
代
に
、
卑
賤
な
階
級
の
出

身
で
あ
る
僧
・
日
蓮
は
、
こ
の
仏
道
修
行
の
重
要
性
を
認

識
し
、
正
義
の
戦
い
の
旗
印
と
し
て
法
華
経
を
掲
げ
た
最

初
の
人
物
で
し
た
。
悪
に
対
す
る
善
の
旗
を
掲
げ
た
日
蓮

の
人
生
は
、
絶
え
間
な
い
迫
害
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
40

代
に
は
伊
豆
へ
、
50
代
に
は
佐
渡
へ
と
流
罪
さ
れ
ま
し
た

が
、
耐
え
忍
ん
だ
苦
難
に
よ
っ
て
彼
は
菩
薩
行
の
真
髄
を

体
得
し
、
経
文
に
説
か
れ
る
殉
難
の
菩
薩
た
ち
に
自
身
を

な
ぞ
ら
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
こ
の
経
の
無
限
の

価
値
を
認
識
し
た
の
で
す
。

　

上
記
の
３
つ
の
思
想
は
法
華
経
の
核
で
あ
る
と
と
も
に
、

大
乗
仏
教
の
骨
髄
で
も
あ
り
ま
す
。
法
の
宝
で
あ
る
こ
れ
ら
３

つ
が
法
華
経
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
こ
の
２
千

年
の
間
、
す
べ
て
の
宗
派
の
人
々
か
ら
こ
の
経
が
尊
崇
さ
れ
称

揚
さ
れ
て
き
た
理
由
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
法
華
経
の
随
所
に
、
こ
れ
ら
の
思
想
が
、
譬
喩
や
寓
話
に

秀
で
た
優
雅
で
説
得
力
あ
る
言
語
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
お
か
げ
で
法
華
経
は
、
ア
ジ
ア
の
文
学
と
造
形
美
術
に
、
か

く
も
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

西
洋
哲
学
の
よ
う
な
組
織
的
、
論
理
的
な
解
説
を
求
め
て
、

于闐（うてん／ホータン）国王妃供養者像
（敦煌莫高窟98窟壁画から／敦煌研究院）
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法
華
経
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ

う
。
伝
統
的
仏
教
で
最
も
重
要
と
さ
れ
る
宗
教
的
原
則
に
関
し

て
も
、
そ
の
一
部
は
、
お
ざ
な
り
に
触
れ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
り
、

そ
れ
以
外
の
概
念
も
、
順
序
よ
く
秩
序
立
て
て
表
現
さ
れ
て
い

る
と
は
言
い
が
た
く
、
前
後
の
脈
絡
と
無
関
係
に
、
天
啓
の
ひ

ら
め
き
の
ご
と
く
突
如
現
れ
ま
す
。

　

法
華
経
の
文
は
、
そ
の
天
文
学
的
数
字
、
大
げ
さ
な
表
現
、

決
ま
り
文
句
が
詰
ま
っ
た
文
章
、
呪
文
の
効
果
を
用
い
て
、
私

た
ち
の
知
性
以
上
に
感
情
に
訴
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

す
で
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
教
の
初
期
に
は
、
教
え
を
書

き
残
す
の
で
は
な
く
記
憶
に
頼
り
、
教
え
を
授
け
る
の
に
ふ
さ

わ
し
い
人
だ
け
に
口
頭
で
伝
え
る
習
慣
で
し
た
。
決
ま
り
文
句

を
用
い
た
様
式
も
、
詩
文
に
よ
る
要
約
も
、
あ
ち
こ
ち
に
見
ら

れ
る
繰
り
返
し
も
、
す
べ
て
記
憶
と
口
承
を
容
易
に
す
る
た
め

の
も
の
で
し
た
。

　

こ
の
経
の
最
も
重
要
な
思
想
で
、
お
そ
ら
く
在
家
の
人
々
に

信
仰
さ
れ
て
き
た
理
由
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
全
宇
宙
の
隠
さ

れ
た
真
理
を
法
華
経
こ
そ
が
体
現
し
て
い
る
の
だ
と
繰
り
返
し

断
言
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
自
身
に
対
し
こ
れ
ほ
ど
た
ゆ
ま
ず

熱
心
に
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
賞
賛
を
与
え
て
い
る
書
物
は
少
な

い
。
こ
れ
が
法
華
経
の
も
う
一
つ
の
驚
く
べ
き
側
面
で
あ
り
、

隠
さ
れ
た
価
値
の
一
つ
で
す
。
章
が
進
む
に
つ
れ
、
法
華
経
の

卓
越
性
に
つ
い
て
の
自
己
賛
美
が
増
え
て
ゆ
き
、
登
場
人
物
の

語
る
言
葉
の
魔
術
に
や
す
や
す
と
包
み
込
ま
れ
、
彼
ら
と
同
様
、

序
品
で
約
束
さ
れ
た
説
教
が
い
つ
ま
で
も
説
か
れ
な
い
と
い
う

驚
く
べ
き
事
実
に
気
づ
か
な
く
な
り
ま
す
。
い
く
つ
か
の
箇
所

で
は
、
こ
れ
か
ら
法
華
経
が
説
か
れ
る
で
あ
ろ
う
と
言
い
ま
す
。

他
の
箇
所
で
は
、
す
で
に
素
晴
ら
し
く
説
か
れ
た
と
言
い
ま
す
。

そ
の
他
の
箇
所
で
は
、
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
る
べ
き
か
、
ど
の

よ
う
に
法
華
経
を
尊
崇
す
べ
き
か
を
言
い
ま
す
。
仏
教
学
者
ジ

ョ
ー
ジ
・
タ
ナ
ベ
は
、
法
華
経
は
﹁
教
説
が
決
し
て
説
か
れ
な

い
、
長
い
序
文
の
あ
る
、
書
物
本
体
の
な
い
﹂
経
文
で
あ
る
と

さ
え
書
い
て
い
ま
すい
。

　

言
っ
て
み
れ
ば
、
法
華
経
へ
の
一
連
の
素
晴
ら
し
い
賛
嘆
が
、

法
華
経
自
体
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
性

格
は
お
そ
ら
く
、
大
乗
仏
教
が
常
に
強
調
し
て
き
た
﹁
究
極
の

真
理
は
決
し
て
言
葉
で
は
表
せ
な
い
。
言
葉
は
、
空
の
統
一
性

︵
一
切
の
現
象
が
相
依
相
資
の
関
係
に
あ
り
、
分
断
で
き
な
い
一
如
の
存
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在
で
あ
る
こ
と
︶
を
破
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
区
別
・
分
別
を
し
て

し
ま
う
か
ら
だ
﹂
と
い
う
考
え
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
し
た

が
っ
て
、
法
華
経
に
で
き
る
こ
と
は
、
真
理
の
外
輪
を
な
ぞ
る

こ
と
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
ま
ば
ゆ
い
光
を
放
つ

空
虚
な
中
心
を
目
指
し
つ
つ
、
ラ
ン
プ
の
周
り
を
飛
び
回
る
蝶

の
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
し
だ
い
に
広
が
り
つ
つ
、
無
量
の
意

味
を
秘
め
た
大
海
に
流
れ
込
む
河
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
壮
麗

な
額
縁
の
つ
い
た
絵
画
で
す
が
、
水
平
に
広
が
る
カ
ン
ヴ
ァ
ス

に
は
何
も
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
見
る
人
を
驚
か
せ
る
の
で
す
。

法
華
経
は
、
多
く
の
経
典
と
同
様
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
可
能

で
す
。
し
か
し
、
そ
の
中
心
は
﹁
空
﹂
で
あ
り
、
空
い
て
い
る

の
で
す
。
そ
れ
は
、
幹
が
中
空
で
あ
り
な
が
ら
枝
葉
が
茂
り
果

実
が
成
る
樹
木
の
よ
う
で
あ
り
、
果
実
の
種
子
は
発
芽
す
る
た

め
に
人
々
の
心
に
播
か
れ
る
の
で
す
。

　

こ
の
経
は
、
そ
の
名
を
冠
し
た
華
の
性
質
に
ふ
さ
わ
し
い
と

い
え
ま
す
。
実
際
、ハ
ス
︵
学
名 N

elum
bo nucifera

：
ネ
ル
ン
ボ
・

ヌ
シ
フ
ェ
ラ
︶
は
、
ス
イ
レ
ン
︵
睡
蓮
︶
と
違
っ
て
、
茎
と
地
下

茎
︵
蓮
根
︶
が
中
空
に
な
っ
て
い
る
植
物
で
すう
。
こ
の
経
文
は
、

こ
の
よ
う
に
中
空
で
遠
ま
わ
し
の
経
典
で
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
は

純
粋
な
前
後
関
係
だ
け
か
ら
な
り
、
横
へ
横
へ
と
広
が
る
ば
か

り
で
︵
そ
の
奥
底
に
潜
む
も
の
に
触
れ
な
い
の
で
︶、
我
々
は
、
言
葉

を
解
釈
す
る
だ
け
で
な
く
、
何
も
語
ら
れ
て
い
な
い
部
分
を
ど

う
し
て
も
埋
め
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

　

端
的
に
言
え
ば
、
民
衆
に
開
か
れ
た
経
典
で
あ
り
、
他
の
聖

典
よ
り
も
論
じ
や
す
く
解
釈
し
や
す
い
の
で
あ
り
、
実
際
そ
う

さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
民
衆
の
心
や
生
命
の

中
で
変
容
さ
れ
、
精
妙
に
浸
透
し
て
き
た
の
で
す
。
ま
る
で
、

シ
ル
ク
の
ド
レ
ス
に
浸
み
込
む
香
水
の
よ
う
に
。

「
宇
宙
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

　

前
段
で
述
べ
た
法
華
経
の
広
大
で
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
く
、

そ
れ
で
い
て
開
放
的
な
特
質
は
、
宗
教
と
い
う
次
元
か
ら
見
る

と
、
真
実
へ
至
る
道
は
言
葉
や
知
的
教
説
だ
け
で
は
な
い
こ
と

を
私
た
ち
に
教
え
て
い
ま
す
。
経
文
の
中
で
は
、
信
仰
と
修
行

に
よ
っ
て
仏
の
智
慧
に
近
づ
く
こ
と
を
強
く
勧
め
て
お
り
、
色

心
の
両
方
で
経
文
を
体
験
し
、
法
華
経
の
真
義
を
会
得
す
る
よ

う
、
う
な
が
し
て
い
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
と
文
化
に
法
華

経
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
理
由
は
、
祈
祷
書
と
し
て
の
重
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要
性
に
あ
る
と
い
う
以
上
に
、
部
分
観
の
教
え
を
総
合
し
た
こ

と
、
そ
し
て
人
間
精
神
の
灯
台
と
な
っ
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　

お
そ
ら
く
、
こ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
価
値
こ
そ
が
、
現
代

社
会
に
と
っ
て
最
も
意
義
深
い
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
価
値
に

込
め
ら
れ
た
法
華
経
の
智
慧
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
人
間
中
心
の

智
慧
で
あ
り
、
現
代
に
も
完
全
に
通
用
す
る
智
慧
で
す
。
創
価

学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
池
田
大
作
会
長
は
、
間
違
い
な
く

現
代
の
世
界
で
活
躍
す
る
最
も
聡
明
な
法
華
経
の
智
慧
の
守
護

者
で
す
が
、
法
華
経
に
よ
る
宇
宙
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
提
唱

し
て
い
ま
す
。
会
長
は
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。

︵
法
華
経
に
は
︶
三
世
を
自
在
に
遊
戯
す
る
歓
喜
の
合
唱
が
あ

る
。
自
由
の
飛
翔
が
あ
る
。
燦
々
た
る
光
が
あ
り
、
花
が
あ
り
、

緑
が
あ
り
、
音
楽
が
あ
り
、
絵
画
が
あ
り
、
映
画
が
あ
る
。

最
高
の
心
理
学
が
あ
り
、
人
生
学
が
あ
り
、
幸
福
学
が
あ
り
、

平
和
学
が
あ
る
。﹁
健
康
﹂
の
根
本
の
軌
道
が
あ
る
。﹁
心
が

変
わ
れ
ば
一
切
が
変
わ
る
﹂
と
い
う
宇
宙
的
真
理
に
目
ざ
め

さ
せ
て
く
れ
る
。
個
人
主
義
の
﹁
荒
れ
地
﹂
で
も
な
け
れ
ば
、

全
体
主
義
の
﹁
牢
獄
﹂
で
も
な
い

─
人
々
が
補
い
合
い
、

「法華経─平和と共生のメッセージ」展。西夏語訳法華経のパネル説明を読む来場者
（本年２月17日、マドリッド展で）
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励
ま
し
合
っ
て
生
き
る
、
慈
悲
の
浄
土
を
現
出
さ
せ
る
力
が

あ
る
。
共
産
主
義
も
資
本
主
義
も
、
人
間
を
手
段
に
し
て
き

た
が
、
人
間
が
目
的
と
な
り
、
人
間
が
主
役
と
な
り
、
人
間

が
王
者
と
な
る

─
根
本
の
人
間
主
義
が
﹁
経
の
王
﹂
法

華
経
に
は
あ
る
。
こ
う
い
う
法
華
経
の
主
張
を
、
仮
に
﹁
宇

宙
的
人
間
主
義
﹂﹁
宇
宙
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
﹂
と
呼
ん
で
は

ど
う
だ
ろ
う
かえ
。

　

仏
教
信
者
の
修
行
に
最
も
影
響
し
て
い
る
章
は
、
お
そ
ら
く

経
の
終
わ
り
の
ほ
う
の
何
章
か
で
す
。
こ
こ
に
は
、
信
者
を
助

け
よ
う
と
熱
望
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
菩
薩
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

不
軽
菩
薩
が
登
場
す
る
常
不
軽
菩
薩
品
第
二
十
は
、﹁
許
す
こ
と
﹂

の
意
味
を
教
え
る
の
に
重
要
な
章
で
す
。
第
二
十
五
章
に
は
、

中
国
や
日
本
で
観
音
と
か
観
世
音
と
し
て
知
ら
れ
る
観
世
音
菩

薩
が
登
場
し
ま
す
。
観
世
音
に
は
﹁
観
︵
観
る
︶﹂﹁
世
︵
世
界
︶﹂﹁
音

︵
音
︶﹂
の
三
つ
の
漢
字
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
名
前

の
と
お
り
、
観
世
音
菩
薩
は
、
王
や
君
主
か
ら
商
人
や
罪
人
に

い
た
る
ま
で
、
万
人
の
苦
し
み
を
和
ら
げ
る
た
め
に
、
必
要
な

姿
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
章
・
観
世
音
菩
薩
普
門
品
で
は

33
も
の
姿
を
と
る
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
助
け
を
求
め
る
人
に

応
じ
て
、
ふ
さ
わ
し
い
姿
を
現
じ
る
の
で
す
。
観
世
音
菩
薩
の

聖
像
は
、
苦
悩
に
あ
え
ぐ
人
の
叫
び
を
聴
き
観
る
た
め
に
多
数

の
耳
と
眼
を
も
つ
姿
や
、
多
く
の
願
望
に
応
え
る
た
め
に
多
数

の
手
を
持
っ
て
い
る
姿
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
キ
リ
ス

ト
教
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
時
代
、
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
は
、
聖
母

マ
リ
ア
の
像
の
代
わ
り
に
観
音
の
小
像
を
礼
拝
し
ま
し
た
。﹁
マ

リ
ア
観
音
﹂
と
呼
ば
れ
た
慈
母
観
音
の
像
で
す
。

　

こ
の
観
音
品
を
は
じ
め
法
華
経
の
各
章
は
、
長
年
の
間
、
数

か
ぎ
り
な
い
信
者
た
ち
に
熱
心
に
読
誦
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ

う
し
て
法
華
経
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
々
に
癒
し
と

希
望
を
広
げ
て
き
た
の
で
す
。

文
化
へ
の
圧
倒
的
影
響

　

文
化
的
に
も
、
法
華
経
の
価
値
は
計
り
知
れ
ま
せ
ん
。
中
国
、

韓
半
島
、
日
本
に
お
け
る
こ
こ
１
５
０
０
年
の
文
化
史
に
お
い

て
、
法
華
経
が
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
テ
ー
マ
や
場
面
を
提

供
し
て
い
る
例
は
圧
倒
的
な
数
で
す
。
彫
刻
、
絵
画
、
書
、
建
築
、

演
劇
、
造
形
美
術
。
そ
う
し
た
分
野
で
、
法
華
経
の
モ
チ
ー
フ
は
、
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し
ば
し
ば
教
訓
的
に
、
そ
し
て
、
よ
り
豊
か
に
ふ
く
ら
ま
せ
て

使
わ
れ
ま
し
た
。
文
学
に
関
し
て
は
、
法
華
経
を
完
全
に
理
解

せ
ず
に
こ
の
三
国
の
多
く
の
詩
歌
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
し
、
そ
れ
を
示
す
例
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
あ
り
ま
せ
ん
。

平
安
時
代
︵
８
～
12
世
紀
︶
と
呼
ば
れ
る
日
本
の
古
典
芸
術
の
時

代
に
は
、
上
層
階
級
の
人
た
ち
は
法
華
経
を
高
く
評
価
し
、
こ

の
経
に
つ
い
て
き
わ
め
て
高
度
な
知
識
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

平
安
時
代
お
よ
び
次
の
時
代
︵
12
～
14
世
紀
︶
の
１
２
０
以
上
の

詩
華
集
︵
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
︶
か
ら
選
ん
だ
法
華
経
関
連
の
和
歌

を
１
３
６
０
首
以
上
も
集
録
し
た
作
品
が
あ
り
ま
すお
。
法
華
経

に
つ
い
て
の
詩
歌
の
最
初
は
、
僧
・
行
基
︵
６
６
８
～
７
４
９
年
︶

の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
次
の
歌
で
す
。

　

法
華
経
を　

我
が
得
し
こ
と
は

　
　
　
　
　

薪た
き
ぎこ
り　

菜な

つ
み
水
く
み　

つ
か
へ
て
ぞ
得
し

　

こ
の
歌
は
、
提
婆
達
多
品
第
十
二
の
説
話
に
着
想
を
得
た
も

の
で
す
。
仏
陀
が
過
去
世
で
予
言
者
︵
阿
私
仙
人
／
提
婆
達
多
の
過

去
世
︶
に
仕
え
、
薪
を
拾
い
、
水
を
く
み
、
菜
を
集
め
る
な
ど
し

て
供
養
し
て
、
法
華
経
を
学
ん
だ
と
い
う
話
で
す
。

　

世
俗
文
学
の
例
で
は
、
平
安
時
代
の
古
典
﹃
枕
草
子
﹄
が
挙

げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
作
品
で
、
作
者
で
あ
る
清
少
納
言
は
、
あ

る
日
、
説
法
︵
法
華
八
講
︶
の
途
中
で
帰
宅
し
よ
う
と
し
て
、
乗

「法華経展」は日本の関西でも開催された（本年８～ 11月）。記念講
演は中国敦煌研究院の樊錦詩院長が「敦煌壁画に見る東西貿易と
文化交流」と題して（８月23日、神戸市・関西国際文化センター）
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り
物
を
持
っ
て
く
る
よ
う
に
命
じ
ま
す
。
す
る
と
、
あ
る
貴
族

が
彼
女
に
﹁
席
を
立
っ
た
五
千
人
の
よ
う
な
振
舞
い
で
は
な
い

か
ね
﹂
と
語
り
か
け
て
い
ま
す
︵
第
四
十
二
段
︶。
こ
れ
は
明
ら
か

に
、︵
方
便
品
第
二
で
︶
釈
尊
が
説
法
し
よ
う
と
す
る
と
五
千
の
上

慢
の
男
女
が
、
聞
く
に
お
よ
ば
な
い
と
席
を
立
ち
、
退
座
し
た

こ
と
を
ふ
ま
え
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
法
華
経
の

挿
話
は
人
々
の
生
活
に
深
く
浸
透
し
、
少
な
く
と
も
当
時
の
上

層
階
級
の
人
々
は
日
常
的
に
そ
れ
を
口
に
し
て
い
た
の
で
す
。

　

中
国
と
日
本
の
最
大
の
物
語
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
﹃
紅
楼
夢
﹄

と
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
す
。
両
作
品
に
は
法
華
経
の
概
念
や
イ
メ
ー

ジ
が
深
く
取
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
法
華
経
は
、
そ
の
多
く
の

場
面
が
両
国
の
宗
教
芸
術
で
最
も
よ
く
使
わ
れ
た
経
典
で
す
。

　

何
十
世
紀
に
も
わ
た
る
継
承
の
流
れ
の
中
で
、
人
々
に
と
っ

て
法
華
経
と
は
、
聖
典
で
あ
り
、
精
選
さ
れ
た
説
法
で
あ
り
、

寓
話
集
で
あ
り
、
目
に
見
え
る
画
像
・
仏
像
で
し
た
。
こ
れ
ら

経
文
と
説
法
と
寓
話
と
イ
メ
ー
ジ
と
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
、

さ
ま
ざ
ま
な
時
代
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
環
境
に
生
き
る
、
血

と
肉
を
も
っ
た
人
間
に
対
し
て
、
驚
く
ほ
ど
雄
弁
に
語
り
続
け

て
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
現
代
人
に
対
し
て
も
語
り
か
け
続

け
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
法
華
経
は
、
人
間

と
万
物
に
と
っ
て
最
も
壮
大
で
崇
高
な
価
値
を
も
つ
も
の
の
ひ

と
つ
と
言
え
ま
す
。

水
の
ご
と
く
変
化
し

水
の
ご
と
く
全
て
を
潤
す

　

法
華
経
の
も
つ
格
別
の
特
徴
と
は
、
ど
の
箇
所
に
お
い
て
も
、

登
場
人
物
た
ち
が
、
決
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
説
法
を
賞

賛
し
続
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
賢
明
に
し
て
、

つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
開
か
れ
た
性
質
に
よ
っ
て
、
法
華
経
は
、

異
な
っ
た
多
様
な
目
的
に
応
じ
て
読
む
こ
と
が
で
き
、
聴
く
こ

と
、
語
る
こ
と
、
論
じ
る
こ
と
が
で
き
、
加
工
し
、
応
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
効
能
と
価
値
に
あ
ふ
れ
た
本
な
の
で
す
。
水
の
よ
う
に
、

い
か
よ
う
に
も
形
を
変
え
、
水
の
よ
う
に
、
す
べ
て
に
浸
み
わ

た
り
、
水
の
よ
う
に
、
触
れ
る
も
の
す
べ
て
を

─
な
か
ん
ず

く
人
の
心
を

─
み
ず
み
ず
し
く
蘇
ら
せ
ま
す
。

　

法
華
経
の
偉
大
さ
を
垣
間
見
る
と
き
、
言
葉
は
何
と
役
に
立

た
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
！　

何
も
語
ら
な
い
ほ
う
が
よ
い
の
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で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
す
。

　

教
え
と
信
仰
、
法
義
と
儀
式
、
歴
史
と
ミ
ス
テ
リ
ー
、
思
想

と
権
力
、
教
授
法
と
美
学
⋮
⋮
長
く
、
そ
し
て
魅
惑
に
満
ち
た

法
華
経
の
歴
史
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
交
錯
し
て
き
ま

し
た
。

　

紀
元
４
０
６
年
の
鳩
摩
羅
什
の
漢
訳
に
あ
る
法
華
経
の
﹁
六

万
九
千
三
百
八
十
四
﹂
の
文
字
た
ち
。
そ
れ
ら
は
本
日
、
マ
ド

リ
ッ
ド
の
こ
の
会
場
で
、
我
々
全
員
の
前
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

二
月
の
寒
い
午
後
で
す
。
日
本
で
は
梅
の
花
が
咲
い
て
、
不
安

た
え
な
い
世
の
人
々
の
心
を
希
望
で
満
た
す
季
節
で
す
。
こ
れ

ら
の
文
字
は
精
神
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
放
っ
て
い
ま
す
。
今
を
生

き
る
す
べ
て
の
男
女
の
心
の
中
に
、
我
々
み
な
の
心
の
中
に
真

っ
直
ぐ
に
入
っ
て
く
る
、
そ
れ
は
今
な
お
生
き
て
い
る
現
代
的

メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
す
。

注︵
１
︶
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
が
引
用
。
聖
教
新
聞
社
刊
﹃
法
華
経
の
智
慧
﹄

第
一
巻
、
序
品
①

︵
２
︶
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｊ
・
タ
ナ
ベ
編﹃
日
本
文
化
の
中
の
法
華
経
﹄序
文

か
ら
。George J. Tanabe ︵ed.

︶ , The Lotus Sutra in Japanese 
C

ulture, U
niversi ty of H

aw
aii Press, 1989

︵
３
︶﹃
法
華
経
の
智
慧
﹄ 

第
三
巻
、
従
地
涌
出
品
②

︵
４
︶﹃
法
華
経
の
智
慧
﹄ 

第
一
巻
、﹁
哲
学
不
在
の
時
代
﹂
を
超
え
て

︵
５
︶
島
地
大
等
編
﹃
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
﹄
巻
末
の
﹁
法
華
歌
集
﹂

を
指
す
。
前
掲
﹃
日
本
文
化
の
中
の
法
華
経
﹄
16
～
17
頁
を
参

照
。“ The M

eaning of the Form
ation and Structure of the 

Lotus Sutra”  by Shioiri Ryodo

︵C
arlos R

ubio

／
マ
ド
リ
ッ
ド
・
コ
ン
プ
ル
テ
ン
セ
大
学
教
授
︶


