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イ
ン
ド
お
よ
び
中
国
に
お
け
る
法
華
経

ハ
ビ
エ
ル
・
ル
イ
ス
・
カ
ル
デ
ロ
ン

　

 

※
こ
の
講
演
は
２
０
１
３
年
７
月
19
日
、
マ
ド
リ
ッ
ド
近
郊
の
ス

ペ
イ
ン
Ｓ
Ｇ
Ｉ
文
化
会
館
で
行
わ
れ
た
も
の
で
す
。︹　

︺
内

は
訳
注
で
す
。

　

本
講
演
で
は
、
イ
ン
ド
と
中
国
に
お
け
る
法
華
経
の
歴
史
お

よ
び
影
響
を
９
節
に
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

初
め
の
３
節
で
は
、
法
華
経
が
生
ま
れ
た
前
後
関
係
や
背
景
、

す
な
わ
ち
イ
ン
ド
仏
教
と
そ
の
文
献
、
特
に
﹁
経
典
﹂
に
つ
い

て
説
明
し
ま
す
。
第
４
節
で
は
、
イ
ン
ド
の
言
語
で
書
か
れ
た

法
華
経
の
原
典
の
外
形
面
の
特
徴
に
触
れ
、
第
５
節
で
は
、
そ

の
形
態
や
内
容
に
関
し
て
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
掘
り
下
げ
ま

す
。
第
６
節
で
は
、
法
華
経
の
中
国
へ
の
伝
来
と
そ
の
普
及
に

関
し
て
い
く
つ
か
の
見
解
を
説
明
し
ま
す
。
第
７
節
で
は
、
法

華
経
の
漢
訳
に
つ
い
て
触
れ
、
続
く
第
８
節
・
９
節
で
中
国
文

明
に
与
え
た
影
響
を
ま
と
め
ま
す
。

　

な
に
か
目
新
し
い
内
容
を
提
供
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
せ
い

ぜ
い
通
説
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
基
礎
的
な
法
華
経
入
門

の
講
演
に
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
極
東
地
域
の
仏

ス
ペ
イ
ン
で
の
「
法
華
経
」
連
続
講
演
会
よ
り
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教
の
専
門
家
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
の
思
想
と
宗
教
を
専
門
と
し

て
お
り
、
法
華
経
の
歴
史
を
語
る
際
に
最
も
多
く
見
ら
れ
る
中

国
・
日
本
か
ら
の
視
点
の
代
わ
り
に
、
イ
ン
ド
か
ら
の
視
点
で

ま
と
め
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
と
は
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

講
演
で
は
、
法
華
経
の
日
本
に
お
け
る
輝
か
し
い
歴
史
と
、

そ
れ
以
後
の
西
洋
へ
の
影
響
に
は
触
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
幸
運

に
も
、
こ
の
ふ
た
つ
の
事
項
に
関
し
て
は
、
こ
の
講
演
シ
リ
ー

ズ
で
き
ち
ん
と
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。︹
カ
ル
ロ
ス
・
ル

ビ
オ
氏
と
、
フ
ラ
ン
セ
ス
ク
・
ト
ラ
デ
フ
ロ
ー
ト
氏
の
講
演
︺

こ
の
ふ
た
つ
の
講
演
を
併
せ
ま
す
と
、
法
華
経
の
内
容
と
歴
史

に
関
す
る
完
ぺ
き
な
紹
介
と
な
る
と
思
い
ま
す
。

１　

イ
ン
ド
に
お
け
る
仏
教

　

ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
紀
元
前
６
世
紀
、
イ
ン
ド
の

北
東
部
に
生
き
て
い
た
人
物
で
す
。
高
貴
な
出
自
で
し
た
が
、

快
楽
に
基
づ
く
普
通
の
生
き
方
に
満
足
で
き
な
い
性
質
で
あ
る

こ
と
を
自
覚
し
、
社
会
か
ら
離
れ
ま
し
た
。
彼
は
、
そ
の
時
代

以
降
、
多
く
の
人
々
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
束
縛
さ
れ
た
む
な

し
い
生
き
方
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
智
慧
を
得
る
た
め
に
人
生

を
捧
げ
ま
し
た
。
厳
し
い
精
神
の
鍛
錬
と
探
求
を
経
て
、
ゴ
︱

タ
マ
は
菩
提
︵
梵
語bodhi

：
し
ば
し
ば
悟
り
と
訳
さ
れ
る
︶
に
達
し

ま
し
た
。
菩
提
と
は
、
す
べ
て
の
事
物
の
あ
り
の
ま
ま
の
本
質

を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
知
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
す

べ
て
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
、﹁
仏
陀
﹂﹁
覚
者
﹂﹁
開
悟
者
﹂
と

な
っ
た
の
で
す
。

　

い
く
つ
か
の
疑
問
を
解
決
し
、
仏
陀

─
ゴ
ー
タ
マ
の
ス
ペ

イ
ン
語
で
の
通
例
表
記B

uda

に
従
い
仏
陀
と
呼
び
ま
す

─
は
、

彼
が
解
放
さ
れ
た
経
験
を
他
の
人
々
に
伝
え
る
こ
と
を
決
意
し

ま
し
た
。
そ
の
教
え
︵
ダ
ル
マ
︶
は
四
諦
︵
四
聖
諦
︶
に
要
約
さ

れ
ま
す
。

１
︶
苦
諦
：
相
対
的
現
実
は
一
時
的
で
実
体
の
な
い
も
の
で
あ

る
た
め
、
む
な
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
執
着
す
る
生

は
苦
し
み
で
あ
る

─
と
い
う
真
理
。

２
︶
集
諦
：
実
体
が
な
い
こ
と
を
知
ら
な
い
が
た
め
に
物
事
に

執
着
す
る
こ
と
が
苦
し
み
の
原
因
で
あ
る

─
と
い
う
真

理
。

３
︶
滅
諦
：
苦
し
み
は
そ
の
原
因
で
あ
る
無
明
を
取
り
除
く
と
、

菩
提
に
よ
っ
て
根
絶
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
結
果
が
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涅
槃
で
あ
り
、
無
明
と
執
着
と
苦
楽
に
根
差
し
た
縛
ら
れ

た
存
在
︵
輪
廻
︶
か
ら
の
解
放
で
あ
る

─
と
い
う
真
理
。

４
︶
道
諦
：
悟
り
の
た
め
の
道
、
す
な
わ
ち
八
正
道
で
あ
り
、

正
見
、
正
思
、
正
語
、
正
業
、
正
命
、
正
方
便
、
正
念
、

正
定
を
つ
ち
か
い
実
践
せ
よ

─
と
示
す
真
理
。

　

仏
陀
は
、
自
身
が
直
観
し
た
法
︵
ダ
ル
マ
︶
を
説
く
こ
と
に
人

生
を
捧
げ
ま
し
た
。
出
家
に
も
在
家
に
も
弟
子
を
も
ち
、
そ
こ

か
ら
教
団
が
生
ま
れ
、
後
年
に
は
今
日
﹁
仏
教
﹂
と
呼
ば
れ
る

宗
教
が
誕
生
し
た
わ
け
で
す
。
仏
教
は
多
様
化
し
な
が
ら
拡
大

し
て
い
き
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
治
世
︵
紀
元
前
３
世
紀
︶
に
は
マ

ウ
リ
ヤ
朝
の
国
教
と
な
り
ま
し
た
。

　

最
初
期
の
仏
教
は
︵
出
家
修
行
者
の
た
め
の
︶
声
聞
乗 śrāvaka

yāna

で
す
が
、
こ
れ
を
小
乗
仏
教
と
呼
ぶ
の
は
蔑
称
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
紀
元
１
世
紀
頃
に
は
大
乗
仏
教
が
発
展
し
始
め

ま
す
。
そ
の
場
所
は
ま
だ
イ
ン
ド
で
し
た
。
こ
の
新
し
い
仏
教

の
大
き
な
特
長
は
菩
薩
の
概
念
で
す
。
菩
薩
は
、
自
分
が
解
脱

す
る
こ
と
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
の
救
済
を
願

い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
仏
教
に
献
身
の
要
素
が
加
わ
り
ま

し
た
。
菩
薩
は
歴
劫
修
行
に
よ
っ
て
大
き
な
福
徳
を
得
て
、
高

い
境
涯
に
住
し
て
お
り
、
物
質
的
困
窮
や
魂
の
救
済
を
求
め
て

彼
ら
を
頼
っ
て
く
る
人
々
を
自
ら
の
徳
で
助
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

ま
た
大
乗
仏
教
で
は
、
仏
陀
は
た
だ
単
に
﹁
悟
り
を
得
た
人

間
﹂
で
は
な
く
な
っ
て
神
格
化
さ
れ
、
宇
宙
的
な
仏
が
目
に
見

え
る
姿
で
地
上
に
現
れ
た
存
在
に
変
わ
り
ま
し
た
。
宗
派
に
よ

っ
て
は
人
間
で
は
な
い
絶
対
的
な
仏
と
な
り
ま
し
た
。

　

大
乗
仏
教
は
様
々
に
展
開
し
て
い
き
ま
し
た
。
紀
元
後
の
数

世
紀
間
に
、
中
観
派
や
瑜ゆ

伽が

行
派
︵
唯
識
派
︶
が
出
現
し
ま
し
た
。

中
観
派
で
は
、
す
べ
て
の
相
対
的
事
象
に
は
固
定
的
な
実
体
︵
自

性
︶
が
な
い
と
し
て
﹁
空
﹂
を
説
き
、
瑜
伽
行
派
で
は
究
極
の
実

在
で
あ
る
無
限
の
﹁
識
﹂
の
中
に
す
べ
て
が
存
在
す
る
と
説
き

ま
し
た
。
６
世
紀
以
降
に
は
、
タ
ン
ト
ラ
仏
教
の
流
れ
で
あ
る

金
剛
乗
仏
教
︵
密
教
︶
が
現
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
現
在
で
は
主
に

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
が
代
表
し
て
い
ま
す
。

　

様
々
な
形
の
イ
ン
ド
仏
教
が
、
ア
ジ
ア
の
他
の
地
域
へ
広
が

っ
て
い
き
、
声
聞
乗
は
特
に
南
方
︵
ス
リ
ラ
ン
カ
、
東
南
ア
ジ
ア
︶

へ
、
大
乗
仏
教
は
北
方
︵
中
央
ア
ジ
ア
、
東
ア
ジ
ア
︶
へ
伝
播
し
ま

し
た
。
13
世
紀
頃
に
な
る
と
、
仏
教
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
入
り
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混
じ
っ
た
上
、
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
が
強
烈
に
拡
大
し
て
き
て

大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
、
イ
ン
ド
で
は
消
滅
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。

２　

声
聞
乗
の
経
典

　

声
聞
乗
仏
教
で
最
も
知
ら
れ
て
い
る
一
派
で
、
現
存
し
て
い

る
唯
一
の
も
の
が
上
座
部
仏
教
︵
長
老
た
ち
の
教
え
︶
で
す
。
そ

の
経
典
は
パ
ー
リ
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
ス
ッ
タ
・
ピ
タ
カ
︵
経

蔵
、
仏
陀
ま
た
は
直
弟
子
の
教
説
︶、
ヴ
ィ
ナ
ヤ
・
ピ
タ
カ
︵
律
蔵
︶、

ア
ビ
ダ
ン
マ
・
ピ
タ
カ
︵
論
蔵
︶
の
３
つ
の
蔵
に
分
類
さ
れ
る
た

め
、
テ
ィ
ピ
タ
カ
ま
た
は
三
蔵
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

正
典
に
含
ま
れ
な
い
重
要
な
仏
典
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、﹁
ミ

リ
ン
ダ
王
の
問
い
﹂︵
イ
ン
ド
に
あ
っ
た
ギ
リ
シ
ア
系
の
国
の
王
メ
ナ

ン
ド
ロ
ス
と
僧
侶
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
と
の
問
答
、
紀
元
１
世
紀
頃
︶
や
﹁
清

浄
道
論
﹂︵
紀
元
5
世
紀
に
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
が
記
し
た
上
座
部
仏
典
の

体
系
的
注
釈
書
︶
な
ど
で
す
。

３　

大
乗
教
の
経
典

　

ス
ー
ト
ラsūtra

は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
、
パ
ー
リ
語
で
は

sutta

、
日
本
語
で
は
経
、
中
国
語
の
発
音
はjing

と
な
り
ま
す
。

仏
教
で
は
仏
陀
ま
た
は
直
弟
子
に
よ
る
講
義
や
説
法
の
こ
と
で

す
。
大
乗
仏
教
に
は
２
種
類
の
重
要
な
経
が
存
在
し
ま
す
。

１
）
前
節
で
触
れ
た
﹁
経
蔵
﹂
を
構
成
す
る
も
の
。
散
文
形
式

で
書
か
れ
て
お
り
、
伝
説
に
よ
れ
ば
、
仏
陀
の
直
弟
子
で

あ
る
阿
難
が
、
仏
陀
の
入
滅
直
後
に
開
か
れ
た
第
１
回
仏

典
結
集
の
場
で
暗
唱
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
す
べ

て
が
﹁
如
是
我
聞
﹂
の
一
節
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
パ
ー

リ
語
か
ら
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
、
中
国
語

に
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。

２
）
大
乗
仏
教
固
有
の
経
。
そ
の
多
く
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

で
書
か
れ
ま
し
た
が
、
中
国
語
版
や
チ
ベ
ッ
ト
語
版
し
か

残
っ
て
い
な
い
も
の
も
、
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
り
ま
す
。

こ
の
経
に
は
以
下
の
も
の
が
含
ま
れ
ま
す
。

2a
）
紀
元
前
１
世
紀
か
ら
紀
元
１
世
紀
に
成
立
し
た
と
さ
れ

る
約
40
の
経
典
か
ら
な
る
般
若
経
典
︵
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
で
はPrajñāpāram

itā Sūtras

︶。
仏
陀
が
晩
年
に
霊
鷲
山

で
説
い
た
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ

の
中
に
は
、
世
界
は
仮
象
に
す
ぎ
ず
、
心
が
幻
と
し
て
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投
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
金
剛
般
若
経
や
、
一

切
の
か
た
ち
あ
る
も
の
は
﹁
空
﹂
で
あ
る
と
力
説
す
る

般
若
心
経
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

2b
）
そ
れ
以
降
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
経
。
す
べ
て
の
経
が
、

空
や
、
仏
陀
が
教
説
に
用
い
た
方
便
、
慈
悲
な
ど
を
説

い
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
な
か
に
は
本
講
演
で
扱
う
法

華
経
の
よ
う
に
、
幻
想
的
な
内
容
、
広
大
な
時
空
、
神

変
や
聖
な
る
存
在
が
た
く
さ
ん
登
場
し
、
献
身
的
な
信

仰
を
求
め
る
経
典
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
教
義
的
で
哲
学

的
な
経
も
あ
り
ま
す
。
２
世
紀
頃
に
で
き
て
広
く
親
し

ま
れ
た
維
摩
経
や
、
５
世
紀
に
初
め
て
中
国
語
に
訳
さ

れ
て
影
響
力
の
あ
っ
た
楞

り
ょ
う

伽が

経
が
そ
の
例
で
す
。

　

イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
で
は
、
ス
ー
ト
ラ
の
ほ
か
に
、
ス
ト
ー

ト
ラ
︵stotra

讃
歌
／
讃
仏
偈
︶、
シ
ャ
ー
ス
ト
ラ
︵śāstra

ス
ー
ト
ラ

に
基
づ
い
て
竜
樹
︿
２
︲
３
世
紀
﹀
や
無
著
︿
４
︲
５
世
紀
﹀
な
ど
が

記
し
た
哲
学
的
論
書
︶、
タ
ン
ト
ラ
︵tantra

密
教
経
典
︶
が
作
ら
れ

ま
し
た
。

　

大
乗
仏
教
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
、
経
︵
ス
ー
ト
ラ
︶
そ
の

も
の
を
崇
拝
し
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
本
来
は
仏
陀
や
聖
者

の
遺
物
を
納
め
る
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
た
ス
ト
ゥ
ー
パ

︵
仏
塔
︶
に
経
を
納
め
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
示
し
て
い
る
の
は
、

仏
陀
と
そ
の
法
︵
ダ
ル
マ
︶
と
は
根
底
で
は
同
一
で
あ
り
、
互
い

に
代
替
可
能
で
あ
る
と
い
う
信
条
で
す
。

４　

イ
ン
ド
に
お
け
る
法
華
経

　

法
華
経
す
な
わ
ち
﹁
サ
ッ
ダ
ル
マ
・
プ
ン
ダ
リ
ー
カ
・
ス
ー

ト
ラ
︵Saddharm

apuṇḍarīka Sūtra

︶﹂︵
白
蓮
の
ご
と
き
正
し
い
教
え

の
経
︶
は
大
乗
初
期
の
経
典
の
ひ
と
つ
で
、
般
若
経
の
す
ぐ
後
の

も
の
で
す
。
お
そ
ら
く
紀
元
１
世
紀
に
編
纂
さ
れ
、
あ
る
期
間

は
口
承
に
よ
り
伝
え
ら
れ
て
、
紀
元
２
０
０
年
頃
に
成
文
化
さ

れ
ま
し
た
。
原
初
の
テ
キ
ス
ト
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
今
あ
る

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
版
は
中
国
語
版
よ
り
も
か
な
り
後
年
の
も

の
で
あ
る
た
め
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
た
の
は
一
部

だ
っ
た
の
か
全
て
だ
っ
た
の
か
も
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
んあ
。

　

お
そ
ら
く
、
い
く
つ
か
に
分
離
し
た
形
で
伝
播
し
た
か
、
異

な
っ
た
時
期
に
加
筆
さ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
２
世
紀
末
に
は
完

成
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
現
存
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

版
、
チ
ベ
ッ
ト
語
版
、
ふ
た
つ
の
中
国
語
版
か
ら
す
る
と
27
品
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か
ら
成
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
鳩
摩
羅
什
に
よ
る
中
国
語
訳
︵
妙

法
蓮
華
経
︶
は
最
も
普
及
し
た
訳
で
す
が
、
現
在
、
中
国
や
日
本

で
見
ら
れ
る
﹁
妙
法
蓮
華
経
﹂
は
第
11
品
の
後
に
﹁
提
婆
達
多
品
﹂

が
加
え
ら
れ
て
、
28
品
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本
講
演
で
は
、
混

乱
を
避
け
る
た
め
に
、
最
も
普
及
し
て
い
る
訳
を
も
と
に
、
28

品
と
し
て
扱
い
ま
す
。

　

イ
ン
ド
で
の
大
乗
仏
教
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
イ
ン
ド
人
が
歴
史
に
あ
ま
り
関

心
を
も
た
な
か
っ
た
た
め
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
法
華
経
の
歴
史

も
ほ
と
ん
ど
わ
か
り
ま
せ
ん
。
４
︲
５
世
紀
の
大
仏
教
哲
学
者
・

世
親
に
よ
れ
ば
、
法
華
経
は
重
要
な
経
典
と
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
す
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
以
上
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

５　

法
華
経
の
内
容

　

現
代
に
生
き
る
私
た
ち
が
で
き
る
こ
と
と
い
え
ば
、
現
存
す

る
翻
訳
や
後
世
に
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
、
原
典
の
内
容
に
つ
い

て
何
が
し
か
を
論
じ
る
こ
と
で
す
。

スペインで2都市目となる「法華経―平和と共生のメッセージ」展（マドリッド展）
で（2012年2月、スペイン文化会館）。手前は法華経の七譬の第五「衣裏繋珠の譬え」を
描いた中国・敦煌莫高窟の壁画（第61窟）の紹介パネル
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5a
）
文
章
の
形
態
、
譬
喩

　

法
華
経
に
は
、
散
文
の
部
分
と
韻
文
の
部
分
が
あ
り
ま
す
。

教
説
や
哲
学
的
解
説
の
経
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
宗
教
的
な

啓
発
に
満
ち
た
話
の
集
ま
り
と
い
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
哲
学

も
含
ま
れ
て
お
り
、
な
か
ん
ず
く
、
す
べ
て
の
相
対
的
現
実
は

根
底
に
お
い
て
﹁
空
﹂
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
文
章
の
目
的
は
、
教
え
を
劇
的
に
表
現
し
て
、
信

仰
心
を
湧
き
出
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
法
華
経
の
中
に
は
、

実
在
の
人
物
や
架
空
の
人
物
、
男
女
の
神
々
、
神
話
的
な
存
在
、

仏
や
菩
薩
、
そ
の
眷
属
た
る
あ
ら
ゆ
る
位
の
尊
者
た
ち
が
登
場

し
ま
す
。
中
心
的
登
場
人
物
は
歴
史
上
の
仏
陀
で
あ
る
釈
迦
牟

尼
で
す
。
そ
の
今
世
で
の
人
生
に
も
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

同
時
に
、
自
然
を
超
越
し
た
能
力
を
も
つ
宇
宙
的
規
模
の
存
在

と
し
て
も
描
か
れ
て
い
ま
す
。
法
華
経
の
物
語
の
舞
台
は
、
し

ば
し
ば
広
大
で
宇
宙
的
規
模
に
な
り
、
幻
想
的
で
す
。
一
瞬
に

し
て
広
大
な
時
空
と
仏
菩
薩
の
世
界
を
行
き
交
い
、
そ
の
多
元

宇
宙
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
す
べ
て
と
結
ば
れ
て
い
る
の
で

す
。
こ
の
世
界
で
は
、
天
か
ら
花
が
降
り
ま
す
。
楽
器
が
ひ
と

り
で
に
妙
音
を
奏
で
ま
す
。
天
地
も
震
動
し
ま
す
。
法
華
経
を

読
む
人
は
、
宇
宙
的
観
点

─
個
人
的
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お

か
つ
宇
宙
的
な
観
点

─
か
ら
自
ら
の
存
在
を
見
つ
め
る
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
、
生
き
方
を
変
え
る
よ
う
励
ま
さ
れ
る
の
で

す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
法
華
経
は
、
物
語
を
通
し
て
教
え
と
人
間

の
振
る
舞
い
を
伝
え
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
特
別
な
形
式
と
し

て
７
つ
の
譬
喩
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
重
要
な
場

面
に
登
場
し
て
、
大
切
な
教
え
を
示
す
の
で
す
。
そ
の
﹁
法
華

経
の
七
譬
︵
七
喩
︶﹂
と
は
、
①
三
者
火
宅
の
譬
え
︵
譬
喩
品
第
三
︶

②
長
者
窮
子
の
譬
え
︵
信
解
品
第
四
︶
③
三
草
二
木
の
譬
え
︵
薬

草
喩
品
第
五
︶
④
化
城
宝
処
の
譬
え
︵
化
城
喩
品
第
七
︶
⑤
衣
裏
繋

珠
の
譬
え
︵
五
百
弟
子
受
記
品
第
八
︶
⑥
髻
中
明
珠
の
譬
え
︵
安
楽

行
品
第
十
四
︶
⑦
良
医
病
子
の
譬
え
︵
如
来
寿
量
品
第
十
六
︶
で
す
。

5b
）
ス
ト
ー
リ
ー
と
区
切
り

　

法
華
経
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
・
範
疇
の
存
在
す
な
わ
ち
一
切

衆
生
に
対
し
て
﹁
仏
陀
が
最
後
に
説
い
た
経
﹂
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
至
高
の
真
実
た
る
完
全
な
教
え
を
ま
だ
説
い
て
い
な
い
こ

と
を
仏
陀
が
示
す
と
、
そ
れ
を
説
い
て
ほ
し
い
と
要
望
さ
れ
ま
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す
。
し
か
し
釈
尊
は
、
集
っ
た
僧
尼
の
中
に
は
こ
の
教
え
を
聞

く
こ
と
に
よ
っ
て
︹
未
聞
の
教
え
に
驚
き
、
疑
っ
て
、
転
落
す

る
の
で
︺
危
険
か
も
し
れ
な
い
︹
増
上
慢
の
︺
人
た
ち
も
い
る

と
し
て
、
説
こ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
分
が
そ
う
で
あ
る

と
思
っ
た
者
た
ち
︹
五
千
の
上
慢
︺
が
そ
の
場
を
去
り
、
説
法

が
始
ま
り
ま
す
。

　

天
台
宗
に
関
し
て
は
第
８
節
で
触
れ
ま
す
が
、
そ
の
天
台
宗

の
実
質
的
開
祖
・
智
顗
の
と
き
か
ら
法
華
経
全
体
を
大
き
く
ふ

た
つ
に
分
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

１
︶
序
品
か
ら
第
十
四
品
：
表
面
的
・
一
時
的
な
も
の
の
空
し

さ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
部
分
の
中
心
と

な
る
の
は
方
便
品
第
二
で
、﹁
一
仏
乗
﹂
と
そ
れ
を
説
く
た

め
の
様
々
な
﹁
方
便
﹂
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
︵
5g

を
参
照
︶。

２
︶
第
十
五
品
か
ら
第
二
十
八
品
：
こ
れ
は
さ
ら
に
進
ん
だ
教

義
で
、
釈
尊
の
本
地
と
様
々
な
垂
迹
に
つ
い
て
書
か
れ
て

い
ま
す
。
中
心
と
な
る
の
は
如
来
寿
量
品
第
十
六
で
、
仏

の
寿
命
が
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
長
い
こ
と
と
、
一
切
衆
生

が
成
仏
で
き
る
こ
と
が
テ
ー
マ
で
す
。
智
顗
は
、
寿
量
品

に
は
仏
の
無
上
の
教
え
が
含
ま
れ
て
お
り
、
仏
教
で
最
高

の
経
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

以
上
が
伝
統
的
な
分
け
方
で
す
。
近
代
に
な
る
と
、
特
定
の

宗
義
に
依
拠
せ
ず
、
法
華
経
成
立
の
歴
史
を
再
構
築
し
よ
う
と

す
る
試
み
に
基
づ
い
て
、
３
つ
の
部
分
に
分
け
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

１
︶
第
二
品
か
ら
第
九
品
：
最
も
古
い
と
思
わ
れ
る
部
分
。
声

聞
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
、
宇
宙
全
体
を
包
括
す
る
真
理

と
﹁
一
仏
乗
﹂
に
焦
点
を
当
て
て
い
ま
す
。

２
︶
第
十
品
か
ら
第
二
十
一
品
：
後
に
付
け
加
え
ら
れ
た
部
分

で
あ
り
、︹
声
聞
よ
り
も
︺
菩
薩
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
、

仏
の
寿
命
が
途
方
も
な
く
長
い
こ
と
を
中
心
に
し
て
い
ま

す
。
ち
な
み
に
、
序
品
第
一
も
、
こ
こ
ま
で
の
ふ
た
つ
の

部
分
の
共
通
の
導
入
部
と
し
て
後
に
追
加
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

３
︶
第
二
十
二
品
か
ら
第
二
十
八
品
︵
お
そ
ら
く
提
婆
達
多
品
第
十

二
も
含
ま
れ
る
︶
：
菩
薩
行
と
菩
薩
道
を
示
す
た
め
に
、
模

範
的
な
菩
薩
た
ち
に
つ
い
て
記
し
た
部
分
で
す
。

　

こ
の
う
ち
、
初
め
の
部
分
で
は
、
偉
大
な
智
慧
を
特
長
と
す
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る
文
殊
菩
薩
が
活
躍
し
ま
す
。
如
来
寿
量
品
第
十
六
か
ら
は
慈

し
み
の
未
来
仏
で
あ
る
弥
勒
菩
薩
に
主
役
を
譲
っ
て
い
ま
す
。

終
盤
の
諸
品
で
は
、
徳
に
満
ち
た
様
々
な
菩
薩
が
登
場
し
ま
す
。

例
え
ば
、
日
常
生
活
で
の
智
慧
と
慈
悲
を
兼
備
し
た
普
賢
菩
薩

の
よ
う
な
菩
薩
で
す
︵
普
賢
菩
薩
勧
発
品
第
二
十
八
︶。

　

序
品
第
一
か
ら
法
師
品
第
十
ま
で
の
舞
台
は
霊
鷲
山
で
すい
。 

見
宝
塔
品
第
十
一
か
ら
嘱
累
品
第
二
十
二
の
説
法
は
虚
空
で
行

わ
れ
、
聴
聞
す
る
大
衆
も
虚
空
へ
昇
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
前

の
品
で
十
分
に
生
命
が
清
め
ら
れ
た
後
、
一
切
衆
生
に
普
遍
的

に
存
在
す
る
仏
性
を
知
見
す
る
た
め
に
は
、
虚
空
が
最
も
ふ
さ

わ
し
い
場
所
な
の
で
す
。
嘱
累
品
第
二
十
二
の
最
中
に
地
上
の

霊
鷲
山
に
戻
り
、そ
こ
で
経
が
最
後
ま
で
説
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、

虚
空
に
昇
っ
た
後
に
は
、
修
行
し
て
他
者
を
助
け
る
こ
と
が
で

き
る
唯
一
の
場
所
す
な
わ
ち
地
上
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

5c
）
哲
学
：
空

　

法
華
経
全
般
に
わ
た
っ
て
暗
黙
の
う
ち
に
染
み
込
ん
で
い
る

根
本
的
哲
学
概
念
が
、
ふ
た
つ
あ
り
ま
す
。

１
︶
諸
法
皆
空
／
法
空
︵dharm

aśūnyatā

︶
：
す
べ
て
の
事
象
に

は
固
定
的
な
自
性
が
な
く
、
す
べ
て
一
時
的
な
も
の
で
実

体
が
な
い
。

２
︶
諸
法
平
等
／
法
平
等
性
︵dharm

asam
atā

︶
：
す
べ
て
の
事

象
は
等
し
く
固
定
的
な
実
体
が
な
い
た
め
、
存
在
論
的
に

同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
。
す
な
わ
ち
上
位
の
事
象
も

下
位
の
事
象
も
な
い
。

　

後
期
の
仏
教
で
は
、﹁
空
﹂
を
一
切
の
根
源
や
絶
対
的
存
在
の

よ
う
な
、
無
限
に
し
て
究
極
の
実
在
と
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
法
華
経
で
は
ま
だ
、﹁
空
﹂
は
す
べ
て
の

相
対
的
現
象
が
と
も
に
も
つ
特
質
︵
そ
の
相
関
性
や
依
存
性
︶
の
こ

と
を
指
し
て
い
る
だ
け
で
す
。

5d
）
釈
迦
牟
尼
と
宇
宙
的
な
仏

　

如
来
寿
量
品
第
十
六
で
は
、
歴
史
上
の
仏
で
あ
る
釈
迦
牟
尼

に
つ
い
て
、
数
十
年
を
生
き
て
、
成
仏
し
、
東
奔
西
走
し
て
法

を
説
き
、
入
滅
す
る
だ
け
の
人
間
で
は
な
い
と
説
い
て
い
ま
す
。

久
遠
の
昔
に
成
仏
し
、
そ
の
時
か
ら
衆
生
救
済
の
智
慧
を
説
き

続
け
、
そ
の
後
も
そ
れ
ま
で
の
二
倍
の
期
間
、
法
を
説
き
続
け
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る
と
す
る
の
で
す
。
し
か
し
、
厳
密
に
は
永
遠
の
存
在
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
空
の
教
義
か
ら
す
る
と
、
永
遠
不
滅

の
存
在
は
無
い
か
ら
で
す
。
そ
れ
で
も
、
普
通
の
人
間
の
寿
命

と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
途
方
も
な
く
長
期
間
に
わ
た
る
存
在
は

実
質
上
、
永
遠
と
い
え
ま
す
。
実
際
に
無
限
の
寿
命
を
も
つ
仏

は
、
私
た
ち
の
眼
に
は
宇
宙
的
で
、
超
越
的
で
、
別
の
存
在
の

よ
う
に
映
り
ま
す
が
、
行
者
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
で
す
。
宇
宙
的
・
偏
在
的
な
釈
尊
と
歴
史
上
の

釈
尊
。
ほ
ぼ
神
格
化
さ
れ
た
存
在
と
人
間
。
そ
の
両
面
は
互
い

に
別
の
側
面
で
あ
り
な
が
ら
、
一
体
で
切
り
離
す
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
す
。

5e
）
仏
と
菩
薩

　

前
述
の
通
り
、
如
来
寿
量
品
第
十
六
を
中
心
と
す
る
従
地
涌

出
品
第
十
五
か
ら
普
賢
菩
薩
勧
発
品
第
二
十
八
に
は
、
釈
尊
が

宇
宙
的
規
模
の
長
年
月
の
間
に
様
々
な
姿
で
顕
現
す
る
こ
と
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
加
え
て
、
釈
迦
牟
尼
仏
と
基
本
的

に
は
同
等
で
あ
る
数あ

ま

多た

の
仏
や
菩
薩
の
存
在
が
示
さ
れ
ま
す
が
、

彼
ら
は
、
様
々
な
方
法
で
、
釈
尊
と
同
じ
教
え
︵
法
︶、
同
じ
悟

り
を
説
き
ま
す
。
彼
ら
は
永
遠
の
存
在
で
は
な
い
も
の
の
、
す

べ
て
の
時
を
包
括
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
す
べ
て

の
時
代
の
す
べ
て
の
場
所
に
存
在
す
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
仏
の
教
え
に
従
う
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
菩
薩
が

存
在
し
ま
す
。
こ
れ
ら
の
菩
薩
は
、
す
べ
て
の
仏
が
も
つ
知
見

を
広
め
る
と
い
う
使
命
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
釈
尊
と
そ
の
法
は
菩
薩
の
中
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。

こ
の
法
華
経
後
半
部
に
現
れ
る
菩
薩
は
、
ま
さ
に
仏
性

─
そ

れ
は
誰
も
が
湧
現
で
き
る
も
の
で
す

─
を
体
現
し
た
存
在
と

言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

諸
仏
の
実
際
上
の
同
等
性
が
、
見
宝
塔
品
第
十
一
で
目
に
見

え
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
と
多
宝

如
来
が
宝
塔
の
中
で
並
ん
で
坐
し
て
い
る
の
で
す
。

5f
）
悟
り
の
普
遍
性

─
誰
も
が
成
仏
で
き
る

　

一
切
衆
生
は
遅
か
れ
早
か
れ
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

長
い
年
月
が
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
超
人
的
な
努
力
が
必

要
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
み
な
仏
に
な
れ
る
の
で
す
。
三
草
二

木
の
譬
え
︵
薬
草
喩
品
第
五
︶
に
あ
る
よ
う
に
、
法
は
す
べ
て
の
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人
に
平
等
に
降
り
注
ぐ
の
で
す
。

　

こ
の
真
理
は
、
多
く
の
衆
生
の
未
来
の
成
仏
に
関
す
る
釈
尊

の
数
々
の
予
言
に
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
法
師
品
第
十
で
は
、

比
丘
、
比
丘
尼
、
優う

婆ば

塞そ
く

、
優う

婆ば

夷い

、
声
聞
、
菩
薩
、
竜
王
、

乾け
ん

闥だ
つ

婆ば

ら
の
成
仏
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、

法
を
体
得
し
た
衆
生
が
属
す
る
す
べ
て
の
階
級
が
示
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

　

釈
尊
の
い
と
こ
で
あ
り
な
が
ら
釈
尊
を
殺
そ
う
と
し
た
嫉
妬

深
い
提
婆
達
多
の
よ
う
な
悪
人
も
︵
提
婆
達
多
品
第
十
二
︶、
修
学

の
足
り
な
い
者
も
︵
勧
持
品
第
十
三
︶、
女
性
も
︵
提
婆
達
多
品
で
八

歳
の
竜
女
が
成
仏
︶
成
仏
し
て
い
ま
す
。
法
華
経
は
、
女
性
が
一

度
男
性
に
な
る
こ
と
な
く
︵
変
成
男
子
し
な
い
で
も
︶
即
身
成
仏
で

き
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
極
め
て
稀
な
仏
典
の
ひ
と
つ
で
す
。

︹
竜
女
成
仏
に
つ
い
て
は
＂
変
成
男
子
の
姿
を
見
せ
る
以
前
に
竜

女
は
成
仏
し
て
い
た
が
、
男
子
し
か
成
仏
で
き
な
い
と
思
い
込

ん
で
い
る
舎
利
弗
ら
の
疑
い
を
解
く
た
め
に
男
子
の
姿
を
現
じ

て
見
せ
た
＂
と
の
解
釈
が
あ
る
︺

　

こ
れ
が
法
華
経
に
見
ら
れ
る
﹁
仏
性
﹂︵
仏
の
本
質
・
仏
の
特
性
︶

で
す
。
誰
も
が
あ
ま
ね
く
仏
に
な
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
の
で

す
。
法
華
経
以
後
の
経
典
で
は
、
仏
性
を
森
羅
万
象
の
中
に
あ

る
が
表
に
出
て
こ
な
い
超
越
的
実
在
と
し
て
捉
え
、
抽
象
的
な

教
義
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
智
顗
が
繰
り
返
し
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
手
の
抽
象
的
な
仏
教
学
を
法
華
経
に
当

て
は
め
る
の
は
正
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
法
華
経
で
は
ま
だ
仏
性

が
存
在
論
的
立
場
を
取
っ
て
お
ら
ず
、
た
だ
普
遍
的
な
能
力
を

表
し
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
教
え
は
、
法
華
経
の
中
で
幾
度
と
な
く
様
々
な
形
で
繰

り
返
さ
れ
て
お
り
、
読
む
人
の
内
面
に
も
外
面
に
も
平
和
を
生

み
出
し
て
い
き
ま
す
。
法
華
経
を
読
む
人
は
歓
喜
に
包
ま
れ
ま

す
。
そ
れ
は
、
自
分
自
身
も
ま
た
ひ
と
り
の
菩
薩
で
あ
り
、
必

ず
到
達
で
き
る
成
仏
へ
の
途
上
に
あ
る
こ
と
を
知
り
、
大
い
な

る
智
慧
と
平
穏
と
幸
福
に
あ
ふ
れ
て
人
生
に
向
き
合
え
る
よ
う

に
な
る
か
ら
で
す
。

　

さ
ら
に
、
一
切
衆
生
が
成
仏
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
、
い
の

ち
あ
る
も
の
す
べ
て
に
等
し
く
無
限
の
価
値
が
あ
る
こ
と
を
認

め
、
最
大
の
畏
敬
と
崇
拝
の
念
を
も
っ
て
接
す
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
に
、
お
互
い
が
大
き

な
調
和
で
満
た
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
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5g
）
多
く
の
方
便
を
も
つ
一
仏
乗

　

方
便
品
第
二
で
は
、
教
え
の
様
々
な
形
態
に
つ
い
て
説
か
れ
、

仏
道
修
行
の
次
の
３
つ
の
形
態
に
つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
。

１
︶
声
聞
乗
。
教
団
の
中
で
生
活
し
、
解
脱
し
て
涅
槃
に
入
り

阿
羅
漢
に
な
ろ
う
と
す
る
比
丘
の
た
め
の
教
え
。
こ
れ
は

釈
尊
が
四
諦
に
よ
っ
て
授
け
た
基
本
的
な
教
え
で
す
。
大

乗
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
部
分
的
で
限
定
的
な
教
え
と
な

り
ま
す
。
悟
り
へ
の
途
上
の
休
息
所
に
す
ぎ
ず
、
完
全
な

解
脱
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
声
聞
も
最
終
的
に
は

菩
薩
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
︶
縁
覚
乗
。
目
的
と
結
果
は
声
聞
と
同
一
で
、
唯
一
の
違
い

は
修
行
を
自
分
独
り
で
行
う
こ
と
で
す
。

３
︶
菩
薩
乗
。
一
切
衆
生
の
た
め
に
完
全
な
悟
り
を
得
た
い
、

す
な
わ
ち
仏
に
な
り
た
い
と
望
ん
で
い
る
者
に
対
す
る
教

え
で
す
。
大
乗
に
特
徴
的
な
仏
道
で
す
。

　

実
際
に
は
、
一
仏
乗
と
い
う
ひ
と
つ
の
乗
り
物
し
か
存
在
し

て
い
な
い
の
で
す
が
、
様
々
な
方
便
に
よ
っ
て
３
つ
の
方
法
を

取
り
入
れ
、
異
な
っ
た
能
力
や
状
況
に
適
応
し
て
い
る
わ
け
で

す
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
法
で
あ
れ
、
仏
教
を
実

践
す
る
人
は
、
ま
さ
に
菩
薩
な
の
で
す
︵
法
師
品
第
十
︶。
な
ぜ
な

ら
、
誰
も
が
最
終
的
に
は
悟
り
を
得
て
慈
悲
深
い
仏
と
な
る
か

ら
で
す
。
法
華
経
に
は
排
他
的
見
方
や
教
条
的
態
度
は
見
ら
れ

ず
、
直
接
的
・
間
接
的
に
悟
り
へ
と
向
か
う
す
べ
て
の
人
、
す

な
わ
ち
一
切
衆
生
に
開
か
れ
た
大
き
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
一
仏
乗
に
関
し
て
は
、
数
多
の
譬
喩
で
表
現
さ
れ
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
火
事
に
な
っ
た
家
で
父
親
が
子
ど
も
た
ち
に

家
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
説
得
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み

に
か
な
っ
た
車
︵
三
乗
︶
を
与
え
る
こ
と
を
約
束
し
ま
す
。
子
ど

も
た
ち
が
家
か
ら
逃
げ
出
す
と
、
約
束
よ
り
も
ず
っ
と
高
級
な

別
の
車
︵
一
仏
乗
︶
を
与
え
る
の
で
す
︵
譬
喩
品
第
三
︶。
信
解
品

第
四
に
登
場
す
る
父
親
は
、︹
長
い
間
、
流
浪
し
て
い
た
︺
息
子

を
労
働
者
と
し
て
雇
い
ま
す
が
、
彼
が
自
分
の
財
産
の
相
続
人

で
あ
る
こ
と
を
最
終
的
に
明
か
し
ま
す
。
薬
草
喩
品
第
五
で
は
、

同
じ
雨
の
恵
み
を
受
け
て
い
る
植
物
が
、
お
の
お
の
の
性
質
に

応
じ
て
生
長
し
て
い
ま
す
。
化
城
喩
品
第
七
で
、
神
通
力
で
現

れ
た
都
市
︵
化
城
︶
は
、
宝
へ
到
る
道
中
で
必
要
な
も
の
で
は
あ

っ
て
も
、
休
憩
所
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

根
底
に
流
れ
る
概
念
は
、
多
様
性
に
お
け
る
統
一
で
す
。
一
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切
衆
生
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
限
り
な
い
多
様
性
を
も
ち
な
が
ら
、

仏
に
な
れ
る
共
通
の
可
能
性
を
共
有
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
の

た
め
、
仏
教
の
卓
越
し
た
教
え
は
私
た
ち
の
状
況
に
巧
み
に
適

応
し
、
最
も
効
果
的
な
方
法
で
悟
り
へ
と
導
く
の
で
す
。
法
華

経
は
、
い
か
な
る
時
で
も
、
こ
の
多
様
性
を
忌
避
せ
ず
、
賛
嘆

し
ま
す
。
多
様
性
は
仏
道
に
お
け
る
障
害
で
は
な
く
、
仏
道
の

重
要
な
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
で
す
。
最
終
的
に
克
服
す
べ
き
一

時
的
な
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
天
界
に
も
声
聞
界

が
具
わ
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
方
便
と
は
、
機
根
の
劣
る
修

行
者
の
無
明
ゆ
え
に
、
や
む
を
え
ず
使
う
詐
欺
的
な
手
段
な
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
の
最
終
目
的
へ
と
我
々
を
導
い
て
く
れ

る
﹁
素
晴
ら
し
く
巧
み
な
方
法
﹂
な
の
で
す
。

5h
）
信
仰
心
を
説
く
仏
教

─
観
世
音

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
大
乗
仏
教
で
は
、
信
仰
に
つ
い
て
の
側

面
が
強
く
説
か
れ
て
お
り
、
仏
と
菩
薩
に
対
す
る
﹁
信
仰
心
﹂

の
宗
教
的
重
要
性
が
増
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
不
死

に
し
て
全
能
の
救
済
者
を
待
望
す
る
大
衆
の
心
は
満
た
さ
れ
て

い
く
の
で
す
。
こ
の
要
素
は
、
法
華
経
の
な
か
に
よ
く
見
て
と

れ
ま
す
。
例
え
ば
、
観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五
は
、
観
世

音
菩
薩
の
た
め
に
割
か
れ
て
い
ま
す
。︵
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の

Avalokiteśvara

は
︶
漢
訳
経
典
で
﹁
観
世
音
﹂
と
訳
さ
れ
ま
し

た
が
、
こ
れ
は
﹁
世
の
叫
び
を
観
て
と
る
﹂
と
い
う
意
味
で
す
。

観
世
音
は
、
力
と
智
慧
と
慈
愛
に
満
ち
た
菩
薩
と
し
て
描
か
れ
、

苦
難
に
あ
っ
て
は
手
を
貸
し
て
く
れ
、
災
厄
か
ら
は
助
け
出
し

て
く
れ
、
代
わ
り
に
苦
し
ん
で
く
れ
さ
え
す
る
存
在
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
観
世
音
の
名
を
唱
え
れ
ば
、
い
え
、
そ
の
名
前
を
心

に
思
い
起
こ
し
た
だ
け
で
、
目
前
の
す
べ
て
の
問
題
が
解
決
し

て
い
く
の
で
す
。

　

信
仰
心
を
説
く
仏
教
は
、
か
な
り
発
展
し
た
仏
教
で
す
が
、

将
来
た
ど
り
着
く
レ
ベ
ル
に
は
、
ま
だ
達
し
て
い
ま
せ
ん
。
法

華
経
で
は
、
ス
ト
ゥ
ー
パ
︵
聖
遺
物
を
納
め
る
記
念
塔
︶
と
チ
ャ
イ

テ
ィ
ヤ
︵
堂
塔
︶
の
建
設
に
つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
が
、
後
に
大

乗
仏
教
で
大
切
に
な
る
仏
像
礼
拝
の
痕
跡
は
あ
り
ま
せ
ん
。

5i
）
法
華
経
へ
の
崇
拝

　

法
華
経
は
仏
陀
の
最
高
に
し
て
完
全
な
教
え
と
さ
れ
て
お
り
、

宇
宙
的
規
模
の
年
月
の
間
に
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
繰
り
返
し
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説
か
れ
て
い
ま
す
。﹁
教
法
﹂
や
﹁
仏
性
﹂
と
同
様
に
、﹁
法
華
経
﹂

は
、
す
べ
て
の
時
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
そ
の

た
め
、
こ
の
上
な
く
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
経
文
に
触
れ

れ
ば
喜
び
が
湧
き
上
が
り
、
他
の
人
に
分
か
ち
合
い
た
い
気
持

ち
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
素
晴
ら
し
い
特
長
自
体
が
、

法
華
経
を
理
想
的
な
﹁
信
仰
対
象
﹂
と
し
て
い
る
の
で
す
。

　

経
典
を
前
に
し
て
感
じ
る
信
仰
心
を
表
現
し
養
う
た
め
に
は
、

経
を
学
び
、
読
み
、
聞
き
、
記
憶
し
、
説
き
、
供
養
し
、
誦
し
、

書
写
し
、
教
え
、
広
め
、
保
存
し
、
護
る
こ
と
で
す
。
こ
う
し

た
行
動
の
す
べ
て
が
内
面
を
浄
化
し
て
く
れ
、
悟
り
へ
と
近
づ

け
て
く
れ
る
の
で
す
。

5j
）
他
の
修
行

　

仏
や
菩
薩
へ
の
、
な
か
ん
ず
く
法
華
経
自
体
へ
の
信
仰
行
為

の
ほ
か
に
、
法
華
経
に
は
仏
教
の
様
々
な
段
階
で
の
す
べ
て
の

修
行
が
現
れ
て
い
ま
す
。
最
も
初
歩
の
修
行
と
し
て
は
、﹁︹
四

無
量
心
の
う
ち
の
︺
捨
無
量
心
︵
心
が
平
静
で
差
別
し
な
い
こ
と
︶﹂

や
﹁
出
離
︵
煩
悩
・
執
着
か
ら
抜
け
出
る
︶﹂
に
加
え
て
、
声
聞
乗

で
説
く
八
正
道
の
す
べ
て
を
行
う
こ
と
を
勧
め
て
い
る
と
考
え

「法華経―平和と共生のメッセージ」展は2013年 9 〜10月、九州でも開催され、5万
4千人もの来場者を迎えた（福岡市の創価学会九州講堂で）。日本では東京・大阪に続く
3都市目となる
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ら
れ
ま
す
。
大
乗
仏
教
に
よ
る
特
徴
的
な
修
行
で
あ
る
菩
薩
の

六
種
の
善
行
︵
六
波
羅
蜜
︶
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
ま
す
。
布
施
、

持
戒
、
忍
辱
、
精
進
、
禅
定
、
智
慧
の
修
行
で
す
。
空
、
慈
悲
、

善
に
つ
い
て
の
自
覚
を
育
む
必
要
性
に
も
し
ば
し
ば
触
れ
て
お

り
、
そ
れ
は
特
に
登
場
人
物
を
手
本
と
す
る
よ
う
に
誘
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
顕
著
で
す
。
例
を
挙
げ
る
と
、
薬
王
菩
薩
本
事
品
第

二
十
三
か
ら
普
賢
菩
薩
勧
発
品
第
二
十
八
に
登
場
す
る
菩
薩
が

神
通
力
、
教
化
、
慈
悲
を
施
し
た
り
、
常
不
軽
菩
薩
品
第
二
十

の
不
軽
菩
薩
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
人
に
仏
性
が
あ
る
こ
と
を

説
い
て
人
々
を
礼
拝
し
た
り
し
ま
す
。
こ
れ
ら
は
善
行
の
実
行

の
手
本
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。

６　

中
国
に
お
け
る
仏
教

　

あ
る
伝
承
に
よ
れ
ば
、
仏
教
が
中
国
に
伝
来
し
た
の
は
、
紀

元
２
年
の
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
歴
史
的
に
よ
り
確
実
な
こ

と
と
し
て
は
、
紀
元
67
年
に
訳
さ
れ
た
と
さ
れ
る
声
聞
乗
の
﹁
四

十
二
章
経
﹂
が
中
国
語
へ
の
初
め
て
の
訳
経
だ
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。
ま
た
、
般
若
経
の
最
初
の
漢
訳
は
１
７
９
年
に
編
纂

さ
れ
ま
し
た
。
は
じ
め
中
国
で
は
、
仏
教
は
＂
野
蛮
国
に
お
け

る
道
教
＂
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
伝
説
に
よ
れ
ば
、

老
子
が
牛
に
乗
っ
て
中
国
か
ら
西
方
︵
イ
ン
ド
︶
に
渡
っ
て
い
た

の
で
、
そ
こ
か
ら
道
教
が
仏
教
へ
と
形
を
変
え
て
戻
っ
て
き
た

と
さ
れ
た
の
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
主
要
な
経
典
が
中

国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
の
は
３
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
４

世
紀
に
な
る
と
正
式
に
仏
教
教
団
の
中
国
進
出
が
認
め
ら
れ
ま

し
た
。
５
世
紀
か
ら
６
世
紀
に
か
け
て
、
仏
教
は
中
国
国
内
に

広
が
り
、
帝
国
の
援
助
を
受
け
る
に
至
り
ま
し
た
。
こ
う
し
て

僧
院
や
寺
院
の
建
設
が
増
加
し
、
経
典
の
新
た
な
翻
訳
を
含
む

仏
教
研
究
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
が
、
国
家
権
力
が
仏
教
を
よ

く
思
わ
な
か
っ
た
時
に
は
、
二
度
に
わ
た
り
迫
害
を
受
け
ま
し

た
。︹
北
魏
の
太
武
帝
と
北
周
の
武
帝
に
よ
る
弾
圧
︺

　

イ
ン
ド
仏
教
の
主
な
部
派
は
す
べ
て
中
国
に
入
り
ま
し
た
が
、

主
流
に
な
っ
た
の
は
大
乗
で
し
た
。
知
識
層
は
、
大
乗
の
大
き

な
形
而
上
学
的
創
造
力
と
、
も
と
も
と
彼
ら
が
も
っ
て
い
た
思

想
と
の
類
似
性
に
魅
力
を
感
じ
ま
し
た
し
、
一
方
、
大
衆
は
苦

難
の
中
で
す
が
る
こ
と
が
で
き
、
彼
ら
を
救
済
し
て
く
れ
る
存

在
が
大
乗
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
魅
か
れ
た
か
ら
で
す
。
そ

の
結
果
、
例
え
ば
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
中
観
派
は
、
般
若
経
と
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維
摩
経
を
基
盤
と
し
て
三
論
宗
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
否
定
神

学
的
な
観
念
は
、
道
教
の
類
似
の
表
現
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
ま
す
。

︹
否
定
神
学
は
、
神
は
人
間
に
把
握
で
き
る
概
念
を
す
べ
て
超
え

て
い
る
の
で
﹁
神
は
～
で
な
い
﹂
と
い
う
否
定
表
現
で
語
ろ
う

と
す
る
︺

　

６
世
紀
か
ら
９
世
紀
に
か
け
て
、
仏
教
は
中
国
で
隆
盛
を
誇

り
ま
し
た
。
１
世
紀
か
ら
６
世
紀
ま
で
は
、
中
国
に
存
在
し
た

仏
教
は
イ
ン
ド
仏
教
で
し
た
。
つ
ま
り
中
国
国
内
の
外
国
の
宗

教
だ
っ
た
の
で
す
。
６
世
紀
以
降
は
、
中
国
仏
教
に
つ
い
て
論

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
ぎ
れ
も
な
く
中
国
文
明
の
特
徴
を

も
っ
た
中
国
生
ま
れ
の
宗
派
が
出
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
頃
に
、

禅
宗
、
華
厳
宗
、
天
台
宗
、
浄
土
宗

─
こ
の
４
宗
派
は
や
が

て
日
本
に
も
生
ま
れ
、
こ
れ
に
日
本
生
ま
れ
の
日
蓮
宗
の
流
れ

が
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す

─
そ
し
て
法
相
宗
な
ど
様
々
な

宗
派
が
生
ま
れ
発
展
し
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
時
期
、
中
国
語
の

大
蔵
経
が
編
纂
さ
れ
、
続
い
て
日
本
で
も
作
ら
れ
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
古
い
イ
ン
ド
の
文
献
の
翻
訳
の
ほ
か
に
、
中
国
の
論
師

の
論
を
加
え
た
も
の
で
す
。

　

僧
院
は
次
第
に
世
俗
の
有
力
者
た
ち
の
趣
向
に
過
度
の
影
響

力
を
も
ち
始
め
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
８
４
５
年
に
は
弾
圧
さ

れ
て
、
僧
院
は
解
体
さ
れ
、
僧
侶
は
還
俗
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
︹
唐

の
武
宗
に
よ
る
廃
仏
︺。
仏
教
は
僧
団
と
彼
ら
が
生
活
す
る
僧
院

と
が
支
柱
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
こ
の
事
件
は
決
定
的
な
打
撃

と
な
り
、
９
世
紀
以
降
、
仏
教
は
衰
退
し
始
め
ま
す
。

　

10
世
紀
か
ら
17
世
紀
に
か
け
て
は
、
道
教
と
仏
教
と
儒
教
が

折
衷
さ
れ
て
融
合
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
時

代
に
は
、
実
際
に
重
要
視
さ
れ
た
独
立
宗
派
は
禅
宗
と
浄
土
宗

だ
け
で
し
た
。
天
台
宗
や
華
厳
宗
な
ど
も
生
き
残
っ
て
は
い
ま

し
た
が
、
少
数
派
で
し
た
。

　

17
世
紀
か
ら
19
世
紀
に
な
る
と
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
が
充
実
し

た
経
典
と
密
教
の
伝
統
と
と
も
に
中
国
に
入
っ
て
き
た
こ
と
に

よ
り
、
一
時
的
に
仏
教
が
勢
い
を
取
り
戻
し
ま
し
た
が
、
依
然

と
し
て
衰
退
の
情
勢
は
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
も
、

19
世
紀
末
に
な
る
と
、
西
洋
の
影
響
で
仏
教
研
究
が
盛
ん
に
な

り
、
中
国
に
お
け
る
仏
教
は
、
現
代
に
適
応
し
よ
う
と
し
つ
つ
、

あ
る
程
度
、
復
興
し
始
め
、
そ
の
傾
向
は
20
世
紀
に
顕
著
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
動
き
は
共
産
主
義
の
厳
し
い
時
代
で
中
断
し

ま
す
が
、
１
９
７
０
年
代
か
ら
再
開
さ
れ
ま
し
た
。



65

「東洋学術研究」第52巻第２号

インドおよび中国における法華経

７　

法
華
経
の
中
国
語
訳

　

法
華
経
の
漢
訳
は
、
少
な
く
と
も
６
種
︵
別
説
で
は
７
種
あ
る

い
は
17
種
︶、
中
国
語
へ
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
存
す
る
の

は
３
種
だ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
竺
法
護
に
よ
る
も
の
︵
２
８
６
年
︶、

鳩
摩
羅
什
に
よ
る
も
の
︵
４
０
６
年
︶、
闍じ
ゃ

那な

崛く
っ

多た

と
達だ
る
ま磨
笈ぎ
ゅ
う

多た

に
よ
る
も
の
︵
６
０
１
年
︶
で
、
よ
く
用
い
ら
れ
る
の
は
鳩
摩
羅

什
に
よ
る
訳
で
す
。

　

鳩
摩
羅
什
︵
３
４
４
年
︲
４
１
３
年
、
別
説
も
︶
は
ク
チ
ャ
︵
中

央
ア
ジ
ア
︶
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
イ
ン
ド
に
渡
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る

こ
と
を
学
び
、
最
終
的
に
は
大
乗
仏
教
を
中
心
に
修
学
し
ま
し

た
。
４
０
１
年
に
中
国
に
渡
り
、
大
き
な
チ
ー
ム
の
人
手
を
借

り
て
、
多
く
の
大
乗
仏
教
の
経
典
を
訳
し
ま
し
た
。
な
か
で
も

傑
出
し
て
い
る
の
が
法
華
経
︵
４
０
６
年
︶
で
す
。
そ
の
翻
訳
を

﹁
妙
法
蓮
華
経
﹂
と
題
し
、
こ
れ
が
最
も
流
布
し
た
翻
訳
と
な
り

ま
し
た
。
法
華
経
の
東
洋
に
お
け
る
注
釈
や
西
洋
に
お
け
る
翻

訳
は
、ほ
と
ん
ど
が
こ
れ
を
基
と
し
て
い
ま
す
。
数
百
年
前
か
ら
、

無
量
義
経
を
開
経
と
し
、
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
を
結
経
と
す
る

こ
と
が
多
く
、
こ
れ
ら
は
ま
と
め
て
法
華
三
部
経
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。８　

中
国
に
お
け
る
影
響
Ⅰ　

天
台
宗

8a
）
概
要

　

中
国
仏
教
の
宗
派
で
あ
る
天
台
宗

─
そ
の
名
は
宗
派
が
誕

生
し
た
山
︵
天
台
山
︶
に
由
来
し
ま
す
。
三
論
学
派
︵
中
観
派
︶

の
教
義
を
ベ
ー
ス
に
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
こ
れ
を
創
始
し

た
竜
樹
を
始
祖
と
し
ま
す
。
三
論
学
派
の
中
心
的
教
義
は
、
前

述
の
よ
う
に
、
諸
法
皆
空
で
す
。
し
か
し
、
天
台
宗
で
は
、
イ

ン
ド
的
概
念
の
単
な
る
翻
訳
で
は
な
く
、
考
え
方
を
伝
統
的
な

中
国
の
概
念
に
適
合
さ
せ
て
い
る
た
め
、
典
型
的
な
中
国
仏
教

の
形
態
を
な
し
て
い
ま
す
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
理
︵
隠
れ
た
真
理
︶

と
事
︵
そ
の
真
理
の
顕
現
と
し
て
の
現
象
︶
の
よ
う
な
中
国
的
カ
テ

ゴ
リ
ー
で
す
。

　

こ
の
宗
派
の
実
際
上
の
開
祖
は
第
四
祖
と
さ
れ
る
智
顗
︵
５
３

８
年
︲
５
９
７
年
︶
で
す
。
智
顗
は
一
切
経
を
学
ん
だ
あ
と
、
釈

尊
の
教
え
の
最
も
優
れ
た
エ
ッ
セ
ン
ス
は
法
華
経
の
中
に
あ
る
、

と
の
結
論
に
達
し
ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
仏
性
の
普
遍
性
︵
一
切

衆
生
悉
有
仏
性
︶
を
説
く
大
般
涅
槃
経
に
よ
っ
て
、
法
華
経
と
般
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若
経
の
教
え
が
補
完
さ
れ
る
と
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
、
こ
の

宗
派
は
法
華
宗
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。

　

天
台
宗
で
最
も
特
徴
的
な
の
は
、
包
括
的
な
宗
派
で
あ
る
こ

と
で
す
。
釈
尊
の
教
え
を
﹁
五
時
﹂

─
最
高
の
二
経
す
な
わ

ち
法
華
・
涅
槃
時
で
の
一
仏
乗
を
頂
点
と
し
ま
す

─
と
﹁
八

教
﹂

─
頓
教
、
漸
教
、
秘
密
教
、
不
定
教
、
蔵
教
、
通
教
、

別
教
、
円
教

─
に
整
理
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
諸
宗
の
す
べ
て

の
立
場
を
統
合
し
ま
し
た
。
単
純
で
具
体
的
な
教
え
か
ら
複
雑

で
難
解
な
教
え
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
の
仏
教
の
教
え
を
判
定

し
解
釈
し
て
分
類
し
ま
し
た
。
誰
も
が
仏
性
を
も
っ
て
い
ま
す

の
で
、
ど
の
形
態
の
仏
教
を
信
仰
し
て
も
、
最
終
的
に
は
、
す

べ
て
の
人
が
救
済
さ
れ
ま
す
。

8b
）
教
義

　

智
顗
が
唱
え
た
仏
教
の
真
髄
が
何
で
あ
る
の
か
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。
ま
ず
、
絶
対
唯
一
の
実
相
で
あ
る
真
如
を
認
め
て
い

ま
す
。
真
如
に
は
不
変
真
如
と
随
縁
真
如
の
二
面
が
あ
り
ま
す
。

前
者
が
不
変
の
超
越
的
存
在
の
真
如
で
あ
り
、
後
者
は
変
化
す

る
経
験
的
世
界
の
真
如
で
す
。
森
羅
万
象
は
絶
対
的
な
仏
性
が

顕
現
し
た
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
考
え
に
よ
っ
て
、
仏
教
の
も

と
も
と
の
多
元
論
か
ら
離
れ
て
一
元
論
的
形
而
上
学
に
な
り
ま

す
。

　

実
相
は
﹁
唯
一
の
真
実
﹂
で
す
が
、
真
如
の
２
つ
の
側
面
か

ら
派
生
す
る
﹁
３
つ
の
側
面
﹂
も
具
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
三

諦
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
ま
す
。

１
︶
空
諦
：
諸
法
は
相
互
依
存
し
て
お
り
、
空
で
あ
る
。

２
︶
仮
諦
：
諸
法
は
仮
の
か
た
ち
を
と
り
、
表
面
的
・
一
時
的
・

限
定
的
で
、
現
象
的
に
見
え
る
が
、
実
相
と
完
全
に
離
れ

た
も
の
な
の
で
は
な
い
。

３
︶
中
諦
：
空
諦
と
仮
諦
を
含
み
な
が
ら
、そ
れ
ら
を
超
越
す
る
。

空
諦
と
仮
諦
は
相
互
に
依
存
し
て
、
同
一
の
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
真
如
は
現
象
と
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な

い
。
一
切
の
法
は
相
互
に
浸
透
し
合
っ
て
お
り
、
全
体
と

部
分
を
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
相
対
的
な
も
の
と
絶

対
的
な
も
の
は
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。

　

空
、
仮
、
中
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
り
、

唯
一
の
真
実
を
織
り
な
す
３
つ
の
側
面
な
の
で
す
。

　

宇
宙
は
十
界
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
六
界
は
地
獄
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界
、
餓
鬼
界
、
畜
生
界
、
修
羅
界
、
人
界
、
天
界
で
あ
り
、
執

着
と
痛
み
に
満
ち
た
無
明
の
世
界
を
輪
廻
す
る
の
で
す
。
他
の

四
界
は
声
聞
界
、
縁
覚
界
、
菩
薩
界
、
仏
界
で
、
光
に
満
ち
た

世
界
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
界
に
は
、
そ
れ
以
外
の
界
が
具
わ
っ

て
お
り
、
お
互
い
に
包
摂
し
合
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

す
べ
て
の
存
在
が
、
す
べ
て
の
存
在
と
相
互
に
結
ば
れ
て
い

る
と
い
う
教
義
に
つ
い
て
、
伝
統
的
に
、
一
塵
に
も
一
念
の
中

に
も
三
千
世
間
が
具
足
し
て
い
る
と
表
現
し
て
い
ま
す
。

8c
）
修
行

　

天
台
宗
は
、
典
型
的
な
中
国
的
総
合
の
や
り
方
で
、
そ
れ
ま

で
の
教
え
を
統
合
し
た
際
、
思
想
だ
け
で
は
な
く
、
極
東
地
域

の
仏
道
修
行
に
つ
い
て
も
統
合
を
行
っ
て
、
一
宗
の
基
礎
を
整

え
ま
し
た
。
天
台
宗
の
修
行
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
説
を
見
て

み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
ま
で
の
修
行
を
統
合
し
、
段
階
的
に
位
置

づ
け
て
い
こ
う
と
い
う
努
力
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

例
え
ば
、
三
昧
︵
精
神
の
集
中
︶
を
四
段
階
に
区
別
し
て
い

ま
す
。

１
︶
常
坐
三
昧
：
阿
弥
陀
仏
の
像
を
前
に
し
て
坐
禅
を
行
じ
る
。

２
︶
常
行
三
昧
：
阿
弥
陀
仏
の
像
の
周
り
を
歩
い
て
巡
る
。

３
︶
半
行
半
坐
三
昧
：
前
の
二
つ
の
修
行
を
一
定
の
仕
方
で
組

み
合
わ
せ
る
。

４
︶
非
行
非
坐
三
昧
：
日
常
生
活
に
お
い
て
、
一
定
の
行
儀
を

定
め
ず
、
思
念
の
起
こ
り
や
持
続
、
そ
の
消
滅
な
ど
を
観

じ
る
観
法
の
修
行
を
行
う
。

　

大
き
な
影
響
力
が
あ
っ
た
天
台
宗
独
特
の
行
法
は
﹁
止
観
﹂

で
す
。
こ
れ
は
、
仏
教
の
伝
統
的
手
法
で
あ
る
﹁
止
﹂︵
心
を
乱

さ
ず
静
止
さ
せ
る
禅
定
︶
と
﹁
観
﹂︵﹁
止
﹂
に
よ
っ
て
起
こ
る
正
し
い

智
慧
で
、
対
象
を
観
ず
る
︶
の
天
台
宗
版
で
す
。
こ
れ
も
ま
た
体
系

的
な
修
行
で
あ
り
、
精
神
の
集
中
と
熟
考
の
仕
方
が
初
級
段
階

か
ら
用
意
さ
れ
て
お
り
、
修
行
の
結
果
、
精
神
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
諸
法
の
空
な
る
実
相
、
精
神
の
か
た

ち
な
き
本
質
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
修
行
の
最
高

位
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
空
性
を
理
解
す
る
境
地
で
す
。
こ
の

た
め
の
瞑
想
で
は
﹁
印
﹂︵
象
徴
的
な
形
に
両
手
を
結
ぶ
︶
と
﹁
曼

荼
羅
﹂︵
仏
の
世
界
を
視
覚
的
に
表
現
し
た
も
の
︶
を
用
い
ま
す
。
こ

の
修
行
は
日
常
の
活
動
を
止
め
る
こ
と
な
く
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
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す
べ
て
の
修
行
の
最
終
目
的
は
、
個
人
的
な
悟
り
を
得
る
こ

と
だ
け
で
は
な
く
、
宇
宙
全
体
を
浄
化
し
て
、
浄
土
へ
と
変
え

る
こ
と
で
す
。

8d
）
影
響

　

天
台
宗
は
、
教
理
を
肯
定
神
学
的
に
表
現
し
提
示
し
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
中
国
で
大
き
な
成
功
を
収
め
ま
し
た
。
し
か
し
、

９
世
紀
に
な
る
と
勢
い
の
あ
る
強
力
な
宗
派
で
は
な
く
な
り
、

そ
れ
以
降
は
知
識
階
級
だ
け
の
少
数
派
に
な
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
中
国
仏
教
の
形
成
に
永
遠
の
歴
史
を
刻
み
ま
し
た
。

　

天
台
宗
の
影
響
は
日
本
の
ほ
う
が
大
き
く
、
僧
・
最
澄
︵
７
６

７
年
︲
８
２
２
年
︶
は
天
台
宗
を
日
本
に
伝
え
、
日
本
で
も
そ
の

ま
ま
天
台
宗
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
日
本
天
台
宗
の
総
本
山
は
京

都
郊
外
の
比
叡
山
で
し
た
。
こ
こ
で
、
法
然
︵
浄
土
宗
の
開
祖
︶、

親
鸞
︵
浄
土
真
宗
の
開
祖
︶、
道
元
︵
曹
洞
宗
の
開
祖
︶、
日
蓮
ら
日

本
仏
教
の
祖
師
や
改
革
者
た
ち
が
学
ん
だ
の
で
す
。
こ
う
し
て
、

天
台
宗
な
ら
び
に
天
台
宗
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
法
華
経
は
、
日

本
仏
教
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
結
果
、
今
日
に

至
る
日
本
文
化
全
般
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
たう
。

９　

中
国
に
お
け
る
影
響
Ⅱ　

そ
の
他
の
影
響

9a
）
総
論 

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
天
台
宗
に
と
っ
て
法
華
経
は
仏
教
の
最

高
の
経
典
で
あ
り
、
天
台
宗
が
大
き
く
隆
盛
し
た
こ
と
が
大
き

な
原
因
と
な
っ
て
、
鳩
摩
羅
什
が
翻
訳
し
た
時
代
か
ら
今
日
に

至
る
ま
で
、
法
華
経
は
中
央
ア
ジ
ア
と
東
ア
ジ
ア
で
、
お
そ
ら

く
最
も
普
及
し
影
響
力
を
も
つ
経
典
と
な
り
ま
し
た
。
天
台
宗

と
日
蓮
宗
だ
け
が
、
法
華
経
こ
そ
最
高
の
経
と
し
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
他
の
す
べ
て
の
宗
派
も
、
最
も
重
要
な
経
典
の
ひ
と

つ
と
み
な
し
て
お
り
、
例
え
ば
禅
宗
の
寺
院
で
も
、
日
常
的
に

法
華
経
は
誦
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
法
華
経
は
極
東
の
仏
典

の
重
要
な
基
礎
の
ひ
と
つ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
経
典
自
体
が

聖
な
る
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
マ
ン
ト
ラ
で

あ
る
題
目
︵
南
無
妙
法
蓮
華
経
、﹁
蓮
華
の
花
の
ご
と
き
妙
な
る
経
を

礼
拝
し
ま
す
﹂︶
を
唱
え
る
こ
と
は
仏
道
修
行
の
重
要
な
項
目
に
な

っ
て
お
り
、
日
蓮
仏
教
に
お
い
て
は
そ
の
中
心
に
置
か
れ
て
い

ま
す
。

　

現
代
の
台
湾
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
寺
院
で
も
、
法
華
経
は
絶
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え
間
な
く
誦
さ
れ
続
け
て
き
ま
し
た
。
こ
の
数
十
年
、
中
国
大

陸
で
仏
教
が
復
興
し
始
め
た
こ
と
に
よ
り
、
法
華
経
の
研
究
や

読
誦
が
力
強
く
再
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
華

人
民
共
和
国
の
主
要
な
仏
教
教
団
に
は
、
法
華
経
を
基
本
経
典

と
す
る
も
の
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。

9b
）
観
音
崇
拝

　

観
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五
は
、
観
世
音
菩
薩
︵
世
の
叫
び

を
観
じ
る
菩
薩
︶
に
関
す
る
重
要
な
経
で
す
。
こ
の
経
で
観
世
音

菩
薩
は
初
め
て
登
場
す
る
の
で
す
。Avalokiteśvara

菩
薩
︵
慈
愛

を
も
っ
て
﹁
下
界
を
観
る
﹂
菩
薩
、
5h
の
最
初
の
部
分
を
参
照
︶
は
中

国
で
は
観
世
音
／
観
音
と
呼
ば
れ
、
女
性
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
経
に
基
づ
き
、
東
ア
ジ
ア
で
は
大
衆
が
観
音
を
信
仰
し
て

い
ま
す
。
こ
の
地
域
で
は
観
音
は
最
も
人
気
が
あ
っ
て
重
要
な

宗
教
上
の
存
在
で
あ
り
、
仏
教
寺
院
を
は
じ
め
、
中
国
で
広
く

信
仰
さ
れ
て
い
る
道
教
の
寺
院
や
、
日
本
の
神
社
に
も
祭
ら
れ
、

一
般
家
庭
で
も
信
仰
さ
れ
る
と
と
も
に
、
公
共
の
場
所
に
も
巨

大
な
観
音
像
が
建
っ
て
い
ま
す
。
仏
教
学
者
た
ち
の
否
定
的
な

見
解
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
観
音
を
信
じ
る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、

観
音
は
単
な
る
菩
薩
で
は
な
く
、
苦
し
む
人
々
を
助
け
る
た
め

に
菩
薩
の
姿
を
と
っ
て
現
れ
る
こ
と
を
誓
っ
た
真
実
の
仏
な
の

で
す
。
観
音
に
対
す
る
人
気
か
ら
、
法
華
経
の
こ
の
品
は
、
何

世
紀
に
も
わ
た
り
、
独
立
し
た
経
典
︵
観
音
経
︶
と
し
て
普
及
し

て
い
ま
す
。

　

10
世
紀
以
降
、
観
音
経
の
影
響
が
一
助
と
な
っ
て
、
中
国
で

は
次
の
よ
う
な
も
の
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
。
人
を
救
う
た
め
に

巧
み
な
方
便
を
使
う
こ
と
、
仏
と
菩
薩
に
厳
格
な
区
別
を
し
な

い
こ
と
、
女
性
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
可
能
性
、
貧
し
い
人
々

へ
の
慈
悲
心
、
日
常
生
活
の
中
に
仏
の
法
を
観
る
こ
と
な
ど
で

す
。

9c
）
文
学
と
芸
術

　

法
華
経
の
筋
書
き
と
説
話
は
、
極
東
地
域
全
体
で
広
く
知
ら

れ
て
お
り
、
高
尚
な
文
学
に
も
大
衆
文
学
に
も
繰
り
返
し
描
か

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
中
国
の
造
形
美
術
も
法
華
経
の
影
響
を
受
け
て
い
ま

す
。
法
華
経
の
物
語
だ
け
に
基
づ
い
た
絵
や
像
も
し
ば
し
ば
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
多
く
の
顔
を
も
つ
観
音
像
、
多
宝
塔
で
並
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座
す
る
二
仏
︵
釈
尊
と
多
宝
如
来
、
見
宝
塔
品
第
十
一
︶、
六
牙
の
白

象
に
ま
た
が
る
普
賢
菩
薩
︵
普
賢
菩
薩
勧
発
品
第
二
十
八
︶、
譬
喩

品
第
三
の
譬
え
の
火
宅
な
ど
で
す
。

9d
）
政
治
と
社
会
へ
の
影
響

　

最
後
に
、
法
華
経
の
教
え
は
政
治
的
抵
抗
や
政
治
改
革
を
正

当
化
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
台
湾
や

日
本
に
お
け
る
様
々
な
改
革
運
動
の
根
拠
に
も
な
り
ま
し
た
。

例
え
ば
台
湾
で
は
、
世
界
最
大
級
の
仏
教
慈
善
団
体
で
あ
る
慈

済
基
金
会
の
創
設
者
・
釈
証
厳
︵
１
９
３
７
年
︲
︶
の
発
心
の
き

っ
か
け
も
法
華
経
で
し
た
。

10　

結
論

　

２
千
年
に
わ
た
る
イ
ン
ド
・
中
国
で
の
法
華
経
の
歴
史
と
影

響
を
、
鳥
瞰
的
に
、
わ
ず
か
ば
か
り
見
て
き
ま
し
た
が
、
以
上

で
講
演
を
結
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
講
演
の
準
備
を
通
じ
て
、

こ
の
無
尽
蔵
の
経
典
に
関
す
る
理
解
を
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
深

め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
ス
ペ
イ

ン
創
価
学
会
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
の
数
週
間
、
取
り
組

ん
で
き
た
法
華
経
の
研
究
と
調
査
の
結
果
か
ら
、
私
た
ち
は
多

く
の
恩
恵
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
す
べ
て
の
人
々

に
と
っ
て
も
役
に
立
つ
こ
と
を
望
ん
で
や
み
ま
せ
ん
。

原
注

︵
１
︶
１
８
５
２
年
にEugène B

urnouf

が
出
版
し
た
法
華
経
の
最
初

の
西
洋
言
語
へ
の
翻
訳
で
あ
るLe lotus de la bonne loi

は
、

こ
の
後
年
に
編
集
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
版
を
も
と
に
訳

さ
れ
た
。

︵
２
︶
イ
ン
ド
北
部
に
あ
り
、
伝
承
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
が
多
く
の
経
︵
特

に
大
乗
仏
教
︶
を
説
い
た
。

︵
３
︶
日
本
に
お
け
る
法
華
経
の
影
響
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
補
完
す

る
講
演
で
部
分
的
に
紹
介
し
て
い
る
。R

ubio 2013

を
参
照
。
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