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法華経は西洋文化に何を寄与できるか

法
華
経
は
西
洋
文
化
に
何
を
寄
与
で
き
る
か

フ
ラ
ン
セ
ス
ク
・
ト
ラ
デ
フ
ロ
ー
ト

　

 

※
こ
の
講
演
は
２
０
１
３
年
２
月
22
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
。

　

法
華
経
は
仏
教
の
経
典
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
そ
も
そ
も
仏
教

と
文
化
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ

と
を
理
解
す
る
に
は
、
少
し
回
り
道
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

宗
教
は
人
類
の
共
同
財
産

　

国
連
・
自
由
権
規
約
人
権
委
員
会
の
﹁
一
般
的
意
見
22
﹂
で

は
、﹁
世
界
人
権
宣
言
﹂
第
18
条
と
﹁
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利

に
関
す
る
国
際
規
約
﹂︵
自
由
権
規
約
︶
第
18
条
に
触
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
こ
う
あ
り
ま
す
。

　
﹁
第
18
条
は
、
有
神
論
的
、
非
有
神
論
的
及
び
無
神
論
的
信
念
、

さ
ら
に
は
宗
教
又
は
信
念
を
告
白
し
な
い
権
利
を
も
保
護
し
て

い
る
。
信
念
及
び
宗
教
と
い
う
語
は
広
く
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
第
18
条
の
適
用
は
、
伝
統
的
な
宗
教
又
は
伝
統
的

な
宗
教
の
そ
れ
と
類
似
す
る
制
度
的
に
確
立
さ
れ
た
性
格
又
は

慣
行
を
有
す
る
宗
教
及
び
信
念
に
限
定
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
委
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員
会
は
、
あ
ら
ゆ
る
理
由
に
基
づ
く
宗
教
又
は
信
念
に
対
す
る

差
別
の
傾
向
を
懸
念
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
理
由
の
中
に
は
、

そ
れ
ら
が
新
興
宗
教
で
あ
る
と
い
う
事
実
又
は
支
配
的
な
宗
教

集
団
の
側
か
ら
の
敵
意
の
対
象
と
な
り
う
る
宗
教
的
少
数
者
で

あ
る
と
い
う
場
合
も
含
ま
れ
る
﹂︵
日
本
弁
護
士
連
合
会
訳
︶

　

第
18
条
が
擁
護
し
て
い
る
の
は
﹁
思
想
の
自
由
、
良
心
の
自

由
、
宗
教
の
自
由
﹂
で
す
。
世
界
中
の
ほ
と
ん
ど
の
国
が
こ
の

条
文
を
採
択
し
署
名
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
国
で

守
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
由
権
規
約
委
員
会

が
こ
の
一
般
的
意
見
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け

で
す
。﹁
自
由
権
規
約
﹂
は
、
国
際
法
の
範
疇
に
お
い
て
思
想
・

良
心
・
宗
教
の
自
由
を
規
定
し
て
い
ま
す
か
ら
、
規
約
に
署
名

し
た
す
べ
て
の
国
は
、
こ
の
一
般
的
意
見
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
。

　

こ
の
中
で
、
国
連
は
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
に

つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。﹁
世
界
人
権
宣
言
﹂
18
条
と
﹁
自
由
権

規
約
﹂
18
条
は
、﹁
有
神
論
的
、
非
有
神
論
的
及
び
無
神
論
的
信

念
﹂
を
擁
護
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
仏
教
を
無
神
論
で
あ
る

と
考
え
る
人
も
い
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
人
も
い
る
で

し
ょ
う
。
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
信
仰
・
信
条
に
含
ま
れ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
信
念
と
か
宗
教
と
い
う
用
語
は
、
狭

い
限
定
的
な
意
味
で
で
は
な
く
、
広
い
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ

き
な
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
、
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
る
﹁
文
化
的
多
様
性
に

関
す
る
世
界
宣
言
﹂
と
も
一
致
し
て
い
ま
す
。
ユ
ネ
ス
コ
は
、

文
化
の
領
域
に
関
し
て
国
連
機
関
の
中
核
で
す
が
、
こ
の
宣
言

に
お
い
て
、
文
化
を
非
常
に
興
味
深
く
定
義
し
て
い
ま
す
。＂
信

条
や
宗
教
は
文
化
の
一
部
で
あ
る
＂
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
定

義
に
よ
れ
ば
、﹁
文
化
と
は
、
特
定
の
社
会
ま
た
は
社
会
集
団
に

特
有
の
、
精
神
的
、
物
質
的
、
知
的
、
感
情
的
特
徴
を
あ
わ
せ

た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
文
化
と
は
、
芸
術
・
文
学
だ
け
で
は

な
く
、
生
活
様
式
、
共
生
の
方
法
、
価
値
観
、
伝
統
及
び
信
仰

も
含
む
も
の
で
あ
る
﹂︵
文
部
科
学
省
仮
訳
︶。

　

宗
教
は
文
化
の
一
部
で
あ
り
、
精
神
性
で
あ
り
、
情
動
を
伴

っ
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
伝
統
と
信
念
の
意
味
も

含
ん
で
い
る
の
で
す
。
ユ
ネ
ス
コ
の
﹁
文
化
的
多
様
性
に
関
す

る
世
界
宣
言
﹂
第
１
条
は
、
文
化
的
多
様
性
は
人
類
に
と
っ
て
、

生
物
に
と
っ
て
の
生
物
多
様
性
と
同
じ
よ
う
に
不
可
欠
な
も
の
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で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
︵﹁
生
物
的
多
様
性
が
自
然
に
と
っ
て
必
要

で
あ
る
の
と
同
様
に
、
文
化
的
多
様
性
は
、
交
流
、
革
新
、
創
造
の
源

と
し
て
、
人
類
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
﹂︶。
宗
教
は
、
特
定
の
宗
教

や
そ
の
信
奉
者
だ
け
の
財
産
で
は
な
く
、︿
人
類
の
共
同
財
産
﹀

な
の
で
す
。
つ
ま
り
、
仏
教
も
仏
教
徒
だ
け
の
財
産
で
は
な
く
、

人
類
全
体
の
財
産
で
す
。
同
じ
意
味
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
も
仏
教
徒

に
と
っ
て
の
財
産
で
も
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。
あ
る
信
念
や
信

条
を
信
奉
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
を
＂
文
化
＂
と
し
て
、
あ

る
い
は
＂
人
類
の
素
晴
ら
し
い
発
明
＂
と
し
て
評
価
す
る
こ
と

は
で
き
る
の
で
す
。

　

国
家
間
の
議
論
に
お
い
て
、
宗
教
間
対
話
と
異
文
化
間
対
話

は
、
相
互
に
関
連
し
た
テ
ー
マ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し

ば
し
ば
別
々
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、

た
と
え
ば
欧
州
評
議
会
の
例
の
よ
う
に
、
宗
教
的
信
念
と
伝
統

は

─
不
可
知
論
、
無
神
論
、
世
俗
主
義
の
よ
う
な
信
念
も
含

め
て

─
﹁
文
化
の
一
様
相
で
あ
る
﹂
こ
と
が
、
折
に
触
れ
強

調
さ
れ
て
い
ま
す
︵
欧
州
評
議
会
﹁
異
文
化
間
対
話
白
書
﹂︶。

　

さ
て
、
で
は
法
華
経
は
西
洋
文
化
に
影
響
を
与
え
て
い
る
で

し
ょ
う
か
？　

答
え
は
、
イ
エ
ス
で
す
。
あ
る
仏
教
経
典
が
人

類
の
文
化
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
素
晴
ら
し
い
智
慧
を

も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
を
考
察
す
る
た
め
の
理

論
的
基
礎
は
、
い
ま
紹
介
し
た
国
連
や
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
る
定
義

に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

宗
教
の
制
度
的
側
面
と
精
神
的
側
面

　

同
時
に
、
宗
教
に
つ
い
て
探
求
す
る
際
、
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー

チ
か
ら
見
て
、
と
く
に
目
立
つ
こ
と
は
、
宗
教
と
い
う
も
の
が

高
度
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
宗
教
の
存
在
に
気
づ

く
の
は
、
人
の
服
装
や
寺
院
に
よ
っ
て
で
す
。
宗
教
を
も
た
な

い
人
が
マ
ド
リ
ッ
ド
の
街
を
歩
い
て
み
る
と
、
ま
ず
目
に
飛
び

込
ん
で
く
る
の
は
、
多
く
の
寺
院
で
あ
り
、
礼
拝
所
で
あ
り
、

宗
教
を
も
つ
人
の
服
装
で
す
。
つ
ま
り
、
宗
教
の
﹁
制
度
的
側
面
﹂

が
目
に
入
る
の
で
す
。
そ
の
後
で
、﹁
道
徳
や
倫
理
の
面
﹂
が
見

え
て
き
ま
す
。
例
え
ば
、
信
者
が
ど
ん
な
振
る
舞
い
を
す
る
の

か
、
彼
ら
の
話
で
は
何
が
善
と
さ
れ
何
が
悪
と
さ
れ
て
い
る
の

か
。
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
あ
れ
ば
、
離
婚
し
た
人
た
ち
は
聖
体

を
拝
領
で
き
な
く
な
る
と
言
う
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
精
神
性
と

い
う
よ
り
も
、
規
範
の
領
域
の
問
題
で
す
が
。
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宗
教
の
探
求
を
さ
ら
に
続
け
る
と
、
儀
礼
や
シ
ン
ボ
ル
と
い

っ
た
宗
教
的
事
象
の
﹁
象
徴
的
側
面
﹂
が
見
え
て
き
ま
す
。
す
べ

て
の
宗
教
に
は
儀
礼
と
シ
ン
ボ
ル
が
あ
り
ま
す
か
ら
。
も
っ
と

掘
り
下
げ
れ
ば
、
信
仰
や
信
念
の
公
的
表
現
す
な
わ
ち
﹁
教
義
﹂

に
出
あ
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
公
的
な
教
義
と
い
う
も
の
が
存

在
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
多
少
な
り
と
も
ド
グ
マ
チ
ッ
ク
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
伝
統
が
も
つ
歴
史
と
構
造
に
基
づ
い
た
も
の
で
す
。

そ
し
て
、
探
求
の
最
後
に
、
や
っ
と
﹁
体
験
﹂
が
き
ま
す
。

　

最
初
の
円
グ
ラ
フ
で
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
、
宗
教
の
制
度
的

側
面
で
あ
り
、
一
方
で
体
験
的
側
面
は
ほ
ぼ
無
い
に
等
し
い
。

仏
教
者
が
瞑
想
し
て
い
る
時
、
そ
の
人
が
体
験
し
て
い
る
こ
と

を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
わ

か
る
こ
と
と
い
え
ば
、
そ
の
人
が
儀
礼
を
行
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
だ
け
で
す
。
一
方
、
次
の
円
グ
ラ
フ
が
示
す
よ
う
に
、
体

験
か
ら
見
て
み
る
と
、
ち
ょ
う
ど
正
反
対
の
結
果
と
な
り
ま
す
。

宗
教
的
体
験
の
中
に
生
き
、
信
仰
を
実
践
し
て
い
る
人
に
と
っ

て
、
制
度
は
二
の
次
と
な
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
制
度
が
無

け
れ
ば
、
体
験
も
存
在
し
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
制
度
は

二
次
的
な
も
の
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
明
確
に
認
識
す
べ
き
こ

と
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
ま
さ
に
、
創
価
学
会
と
法
華
経
が

西
洋
文
化
に
寄
与
で
き
る
こ
と
の
ひ
と
つ
な
の
で
す
。
つ
ま
り
、

制
度
の
相
対
化
で
す
。
と
り
わ
け
顕
著
な
の
は
、
根
深
い
聖
職

者
至
上
主
義
に
対
す
る
も
の
で
す
。
制
度
の
相
対
化
は
、
聖
職

者
の
役
割
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
せ
ず
、
彼
ら
を
そ
の
あ
る

制度
道徳と倫理
儀礼とシンボル
教義と基本信条
体験

社会的に見た諸側面の比率

制度
道徳と倫理
儀礼とシンボル
教義と基本信条
体験

体験から見た諸側面の比率

宗
教
的
・
精
神
的
事
象
に
関
す
る
比
率
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べ
き
位
置
に
戻
す
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
宗
教
の
歴
史
に
お
い

て
は
、
し
ば
し
ば
制
度
が
精
神
性
の
助
け
と
は
な
ら
ず
、
透
明

性
を
欠
き
、
風
通
し
が
悪
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
精
神
性
の
進

歩
を
妨
げ
た
り
、
信
仰
体
験
の
上
に
影
を
落
と
し
た
り
し
て
き

ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
、こ
れ
が
歴
史
の
現
実
で
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
現
在
と
未
来
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
事
態
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

　

宗
教
に
お
い
て
体
験
を
重
視
し
、
そ
の
中
心
的
役
割
を
考
え

て
い
く
と
、
宗
教
的
体
験
に
つ
い
て
考
察
せ
ざ
る
を
え
な
く
な

り
ま
す
。
世
界
的
に
有
名
な
神
学
者
・
哲
学
者
で
あ
っ
た
イ
ン

ド
の
レ
イ
モ
ン
・
パ
ニ
カ
ー
︵R
aim

on Panikkar

／1918
︲2010

︶

は
、
宗
教
体
験
に
関
し
て
語
っ
て
い
ま
す
。

　

パ
ニ
カ
ー
に
と
っ
て
究
極
の
と
こ
ろ
で
大
切
な
も
の
、
そ
れ

は
﹁
純
粋
体
験
﹂
で
し
た
。
そ
れ
は
宗
教
者
自
身
が
一
人
き
り

で

─
か
り
に
周
り
に
人
が
い
た
と
し
て
も

─
瞑
想
し
て
得

ら
れ
た
体
験
の
こ
と
で
す
。
こ
の
体
験
は
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
人

に
は
伝
え
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。
瞑
想
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
体

験
は
、
人
と
分
か
ち
合
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
言
葉
に
よ
っ

て
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
た
と
し
て
も
、
根
本
的
に
は
伝
達
す

る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
終

的
に
は
い
つ
で
も
言
葉
が
勝
利
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ

は
体
験
が
表
現
さ
れ
た
言
葉
を
共
有
す
る
の
で
す
。
人
間
は
、

沈
黙
の
中
で
体
験
し
た
こ
と
を
、
た
と
え
そ
れ
が
言
葉
で
表
現

で
き
な
い
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
を
伝
え
た
い
と
思
い
、
な

ん
と
か
言
葉
に
移
そ
う
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
言
葉
が
伝

わ
っ
て
い
き
、
だ
ん
だ
ん
と
体
験
の
﹁
記
憶
﹂
に
な
っ
て
い
き

ま
す
。
言
葉
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
宗
教
体
験
を
記
憶
に
と
ど

め
る
の
で
す
。
そ
う
や
っ
て
記
憶
し
、
ま
た
想
起
す
る
た
び
に
、

わ
れ
わ
れ
は
体
験
を
幾
分
か
再
体
験
す
る
の
で
す
。
た
っ
た
一

度
し
か
な
い
体
験
で
あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
脳
裏
に
は
し
っ

か
り
と
刻
ま
れ
、
い
つ
で
も
思
い
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
う
し
た
体
験
の
価
値
は
、
価
値
論
的
に
意
味
が
あ
っ
た

り
、
何
か
の
行
動
へ
と
動
機
づ
け
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の

で
は
な
く
、
自
分
自
身
が
生
き
て
い
る
ん
だ
と
実
感
さ
せ
る
と

こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
人
は
、
こ
の
体
験
を
解
釈
し
、
説
明
し
、

そ
れ
に
意
味
を
与
え
ま
す
。
そ
う
し
た
後
で
、
そ
の
体
験
は
周

囲
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
体
験
が

社
会
化
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
友
人
、
家
族
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
、
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隣
人
と
共
有
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
最
終
的
に
、
こ
の
体
験
は

い
つ
か
蘇
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
、
人
間
は
体
験
を

蘇
ら
せ
て
は
更
新
し
、
そ
の
た
び
に
体
験
に
い
の
ち
を
吹
き
込

ん
で
い
く
の
で
す
。

宗
教
的
事
象
の
多
様
な
変
化

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
現
在
、
宗
教
体
験
の
表
現
の
仕
方
は
変

化
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
宗
教
的
事
象
に
関
す
る
重
要

な
変
動
を
経
験
し
て
い
る
の
で
す
。

　

宗
教
に
関
し
て
、
あ
る
特
定
の
定
義
を
受
け
入
れ
る
の
は

容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
の
定
義
は
そ
れ
こ
そ
百
以
上

も
存
在
し
て
お
り
、
ひ
と
つ
と
し
て
万
人
が
合
意
し
て
い
る

定
義
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
も
新
し
い
定
義
の
ひ
と
つ
は
、
あ

る
国
際
法
学
者
に
よ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
人
が
何

を
追
い
求
め
て
い
る
か
に
よ
っ
て
定
義
す
る
の
で
す
。
つ
ま

り
、﹁
あ
な
た
の
宗
教
は
、
あ
な
た
が
何
を
得
よ
う
と
し
て
い

る
か
に
よ
っ
て
判
定
で
き
る
﹂
と
い
う
の
で
す
。

　

宗
教
的
事
象
の
変
化
は
非
常
に
多
様
な
形
で
現
れ
て
い
ま

す
。
ど
の
宗
派
に
も
属
し
た
が
ら
な
い
人
も
た
く
さ
ん
い
ま

す
。
そ
の
理
由
は
、
現
代
の
風
潮
と
し
て
無
関
心
が
広
が
っ

て
お
り
、さ
ら
に
は
﹁
組
織
ア
レ
ル
ギ
ー
﹂
が
あ
る
か
ら
で
す
。

組
織
・
制
度
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
あ
る
種
の
拒
絶
感
が

体験（純粋体験）

解　釈

言　葉

記　憶

更　新

受　容

宗教体験─表現・伝達から受容・更新へ
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あ
る
の
で
す
。
現
代
は
組
織
が
好
感
を
も
た
れ
る
時
代
で
は
な

く
、
人
々
は
組
織
の
一
員
に
は
な
り
た
が
り
ま
せ
ん
。

　

精
神
的
な
も
の
を
自
由
に
探
求
し
た
り
、
調
べ
た
り
す
る
傾

向
も
急
増
し
て
い
ま
す
。
現
代
人
は
書
籍
を
購
入
し
、
講
座
に

参
加
し
、
セ
ラ
ピ
ー
に
通
う
こ
と
を
好
み
、
誰
も
が
何
か
を
求

め
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
自
分
の
健
康
と
安
心
を
求
め
て

い
る
人
も
い
れ
ば
、
自
由
で
創
造
的
な
雰
囲
気
を
他
の
人
と
共

有
す
る
時
間
を
過
ご
し
た
い
人
も
い
ま
す
。
と
も
あ
れ
、
一
般

的
に
、
そ
こ
に
は
﹁
精
神
性
へ
の
自
由
な
探
求
﹂
が
あ
り
ま
す
。

仏
教
徒
で
な
く
て
も
仏
教
の
本
を
買
い
求
め
た
り
、
仏
典
を
読

ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
比
較
的
新
し
い
現
象
と
し
て
、

複
数
の
宗
教
に
参
加
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
同
時
に
複
数
の

宗
教
に
帰
依
し
て
い
る
と
い
う
人
に
出
会
う
時
代
な
の
で
す
。

　

考
慮
す
べ
き
他
の
現
象
と
し
て
は
、﹁
組
織
化
さ
れ
た
戦
闘
的

な
世
俗
主
義
﹂
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
エ

セ
宗
教
な
の
で
す
が
、
宗
教
社
会
学
の
本
の
中
で
さ
え
、
反
聖

職
者
的
で
反
宗
教
的
な
戦
闘
的
世
俗
主
義
を
、
あ
た
か
も
宗
教

に
準
じ
る
現
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
こ

う
し
た
攻
撃
的
な
世
俗
主
義
を
選
択
す
る
人
は
、
だ
ん
だ
ん
少

な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
一
方
で
は
、
こ
う
し
た
集
団
が
よ
り

組
織
化
さ
れ
て
き
て
も
い
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
別
の
変
化
と
し
て
、﹁
信
仰
な
き
宗
教
﹂
と
呼
ば
れ

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
宗
教
の
終
焉
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
宗
教
の
新
し
い
解
釈
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
、
リ

ュ
ッ
ク
・
フ
ェ
リ
ー︵Luc Ferry

︶
は
、こ
れ
を
論
じ
て
い
ま
す
が
、

彼
の
意
見
で
は
、
宗
教
は
新
し
い
人
間
主
義
の
一
種
で
あ
り
、

そ
こ
に
信
仰
は
存
在
し
な
い
と
い
う
の
で
す
。
ド
ン
・
キ
ュ
ー

ピ
ッ
ト
︵D

on C
upitt

／
英
国
国
教
会
司
祭
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の

終
身
フ
ェ
ロ
ー
︶
や
マ
リ
ア
・
コ
ル
ビ
︵M

arià C
orbí

／
ス
ペ
イ
ン

の
哲
学
者
・
神
学
者
︶
な
ど
も
、
著
書
で
同
様
の
主
張
を
し
て
い

ま
す
。

　

宗
教
と
関
連
す
る
他
の
新
し
い
現
象
に
﹁
精
神
性
ガ
イ
ダ
ン

ス
﹂
と
﹁
精
神
療
法
的
宗
教
﹂
が
あ
り
、
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な

っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
精
神
分
析
的
心
理
学
は
す

た
れ
て
き
て
お
り
、
人
々
が
精
神
分
析
を
信
じ
な
い
の
で
精
神

分
析
医
も
減
少
し
て
い
ま
す
。
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学

も
ま
た
支
持
者
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
な
領
域
も
含
め
た
人
間
性
心
理
学
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。
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ま
た
、
宗
教
に
も
く
わ
し
い
カ
ナ
ダ
の
哲
学
者
、
チ
ャ
ー
ル

ズ
・
テ
イ
ラ
ー
︵C

harles Taylor

︶
が
著
書
﹃
世
俗
化
の
時
代
﹄

で
述
べ
て
い
る
新
し
い
現
象
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
宗
教
的
事

象
の
自
由
な
解
放
に
関
す
る
も
の
で
、
基
本
的
に
は
、
正
統
的

な
信
仰
が
終
焉
し
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
創
造
性
が
次
第
に
領

域
を
広
げ
て
い
く
と
い
う
主
張
で
す
。

「
生
き
と
し
生
け
る
す
べ
て
に
仏
性
」
の
洞
察

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
回
り
道
は
す
べ
て
、
法
華
経
に
た
ど
り

着
く
た
め
の
も
の
で
し
た
。

　

法
華
経
は
私
に
と
っ
て
、
知
識
と
智
慧
、
愛
と
献
身
、
そ
し

て
見
返
り
を
求
め
な
い
利
他
的
行
動
と
を
調
和
さ
せ
て
い
る
精

神
性
の
モ
デ
ル
で
す
。
こ
の
３
つ
の
側
面
は
、
す
べ
て
の
宗
教

の
歴
史
と
精
神
性
の
歴
史
に
共
通
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
で

す
。
法
華
経
は
、
仏
典
の
中
で
最
も
多
く
の
注
釈
が
な
さ
れ
て

い
る
経
典
で
す
。
法
華
経
の
宗
教
的
卓
越
性
は
、
日
蓮
の
以
下

の
言
葉
に
描
き
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

﹁
仏
さ
ま
ざ
ま
の
難
を
ま
ぬ
か
れ
て
御
年
七
十
二
歳
、
仏
法

を
説
き
始
め
ら
れ
て
四
十
二
年
と
申
せ
し
に
・
中
天
竺
・

王お
う

舎し
ゃ

城じ
ょ
う
の
丑う
し

寅と
ら

・
耆ぎ

闍し
ゃ

崛く
っ

山せ
ん

と
申
す
山
に
し
て
、
法
華
経

を
説
き
始
め
ら
れ
て
八
年
ま
で
説
か
せ
給
い
て
、
東
天
竺

倶く

尸し

那な

城
・
跋ば
つ

提だ
い

河が

の
辺ほ
と
り
に
し
て
御
年
八
十
と
申
せ
し
、

二
月
十
五
日
の
夜
半
に
御
涅
槃
に
入
ら
せ
給
い
き
、
而し

か

り

と
い
へ
ど
も
御
悟
り
を
ば
法
華
経
と
説
き
を
か
せ
給
へ

ば
・
此こ

の
経
の
文
字
は
即
釈
迦
如
来
の
御
魂
な
りあ
﹂

　
︵
釈
尊
の
生
涯
の
最
後
の
︶﹁
八
年
﹂
と
い
う
言
葉
と
﹁
御
魂
﹂
と

い
う
言
葉
は
、
法
華
経
が
二
次
的
な
教
え
で
は
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。
法
華
経
は
大
乗
仏
教
の
最
重
要
の
教
え
を
集
約

し
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
こ
で
、
こ
の
大
乗
仏
教
の
中
心
的
教
え
の
代
表
的
な
も
の

を
挙
げ
て
み
ま
す
。

　

第
１
に
は
、
無
上
の
も
の
た
る
﹁
仏
性
﹂
で
す
。
仏
と
は
、

歴
史
上
の
人
物
で
あ
る
釈
迦
牟
尼
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
生

き
と
し
生
け
る
す
べ
て
の
も
の
に
仏
性
が
具
わ
っ
て
い
る
と
い

う
の
で
す
。
私
は
こ
れ
こ
そ
が
、
仏
教
が
非
仏
教
徒
や
西
洋
文

化
に
寄
与
で
き
る
最
も
美
し
い
洞
察
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
信
じ
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ま
す
。

　

第
２
に
、
万
人
に
仏
性
と
智
慧
と
慈
悲
が
あ
る
と
し
て
お
り
、

そ
こ
に
は
女
性
も
、
う
さ
ん
く
さ
い
人
物
で
あ
る
提
婆
達
多

─
奇
妙
で
、
少
し
常
軌
を
逸
し
た
人
間

─
の
よ
う
な
弟
子

も
含
ま
れ
ま
す
。
し
ば
し
ば
、
精
神
性
と
い
う
も
の
は
、
進
歩

し
成
熟
し
た
善
良
な
人
だ
け
が
も
つ
も
の
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
さ
ほ
ど
成
長
し
て
い
な
い
人
、

善
良
で
な
く
、
成
熟
も
し
て
い
な
い
人
に
も
、
精
神
性
は
も
た

ら
さ
れ
る
の
で
す
。
提
婆
達
多
は
そ
の
好
例
で
す
。

　

仏
性
に
関
し
て
、
蓮
華
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
が
意
味
す
る
も
の

︵
泥
中
に
生
じ
な
が
ら
汚
れ
な
い
︶
に
注
目
し
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
仏
性
が
ど
こ
か
ら
湧
現
す
る
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
輪
廻
、
苦
し
み
、
悩
み
と
い
っ
た
、
私
た
ち
を
現
実
世

界
に
縛
り
つ
け
て
、
知
識
と
智
慧
に
目
覚
め
る
こ
と
を
妨
げ
る

す
べ
て
の
も
の
か
ら
だ
か
ら
で
す
。
仏
は
、
ひ
と
た
び
悟
っ
た

後
も
、
去
る
こ
と
な
く
こ
の
世
界
に
常
住
し
続
け
て
い
ま
す
。

そ
の
仏
の
清
浄
な
生
命
が
湧
現
す
る
の
で
す
。
菩
薩
と
は
、
こ

の
世
界
か
ら
去
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
な
お
清
ら
か
で
、
我
が

身
に
恥
じ
る
と
こ
ろ
な
き
人
な
の
で
す
。

「
一
乗
の
法
」
を
「
多
様
な
人
々
」
に
説
く
教
授
法

　

次
に
、﹁
万
人
に
開
か
れ
た
教
授
法
﹂
に
光
を
当
て
て
み
ま

し
ょ
う
。
私
の
考
え
で
は
、
こ
こ
に
、
人
を
排
除
し
な
い
包
容

力
の
あ
る
法
華
経
の
人
間
主
義
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

法
華
経
に
関
し
て
私
が
興
味
深
く
思
う
の
は
、
こ
こ
に
多
様

な
人
た
ち
へ
向
け
た
説
法
が
収
め
ら
れ
て
い
る
点
で
す
。
こ
の

よ
う
な
宗
教
経
典
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
マ
タ
イ

に
よ
る
福
音
書
な
ど
だ
け
で
し
ょ
う
。
法
華
経
に
は
、
様
々
な

レ
ベ
ル
の
様
々
な
タ
イ
プ
の
人
た
ち
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
取
る
方
法
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。﹁
ひ
と
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

様
々
な
聴
衆
に
向
け
て
発
信
す
る
﹂
こ
と
は
、
教
育
学
的
な
範

疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
な
か
ん
ず
く
、

教
師
が
様
々
な
タ
イ
プ
の
弟
子
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
、
弟
子

は
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
と
可
能
性
に
応
じ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り

方
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
場
合
の
教
授
法
で
す
。
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
内
容
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
巧
妙
な
手
段

や
方
便
が
い
く
つ
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
三
車
火
宅

の
譬
え
で
は
、
嘘
は
実
際
上
、
悪
い
こ
と
と
は
さ
れ
て
い
ま
せ
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ん
。
そ
こ
に
深
い
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
が
皆
の
幸
福
の
た
め
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
は
嘘
と
呼
ぶ
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
智
慧
と

知
識
の
活
用
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。

同
様
の
意
味
で
、
法
華
経
に
は
、
求
め
る
人
た
ち
に
応
じ
て
多

様
な
姿
を
示
す
と
い
う
思
想
も
あ
り
ま
す
︵
観
音
菩
薩
の
三
十
三

身
、
妙
音
菩
薩
の
三
十
四
身
な
ど
︶。
こ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
象
徴
的

な
例
で
す
。

　

こ
の
唯
一
の
道
を
多
様
な
衆
生
が
分
か
ち
合
い
、
獲
得
で
き

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
仏
は
膨
大
な
量
の
教
え
を
説
く
必
要

が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
法
華
経
に
は
、こ
う
あ
り
ま
す
。

﹁
諸
仏
の
本
誓
願
は　

我
が
行
ず
る
所
の
仏
道
を　

普あ
ま
ねく
衆

生
を
し
て　

亦ま

た
同
じ
く
此
の
道
を
得
し
め
ん
と
欲
す　

未
来
世
の
諸
仏
は　

百
千
億　

無
数
の
諸
の
法
門
を
説
き

た
ま
う
と
雖い

え
ども　

其そ

れ
実
に
は
一
乗
の
為
め
な
りい
﹂

　

こ
の
部
分
も
、
私
が
法
華
経
を
読
み
、
腰
を
落
ち
着
け
て
学

ん
だ
時
に
、
魅
力
を
感
じ
た
経
文
で
す
。
仏
は
膨
大
な
教
え
を

説
い
て
お
り
、
こ
れ
は
教
え
が
ひ
と
つ
で
な
い
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
に
せ
の
宗
教
指
導
者
ら
が
そ
う
信
じ
さ
せ
よ

う
と
す
る
よ
う
に
、
教
え
が
教
条
的
に
固
定
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
も
な
け
れ
ば
、
相
手
か
ま
わ
ず
不
変
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い

の
で
す
。

　

法
華
経
に
は
、
他
に
も
興
味
深
い
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

﹁
信
仰
と
実
践
﹂
を
︵
成
仏
の
条
件
で
あ
る
が
獲
得
の
困
難
な
︶﹁
智

慧
﹂
の
代
わ
り
に
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
仏
教
は
﹁
大
衆
化
﹂
し
﹁
民
主
化
﹂
さ
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
、
出
家
者
に
偏
っ
た
仏
教
で
し
た
。
法
華
経
は
︵
万

人
が
同
一
の
教
え
で
救
わ
れ
る
と
い
う
︶
一
仏
乗
の
概
念
を
明
ら
か

に
強
調
し
て
い
ま
す
。

　

日
蓮
は
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。

﹁
正
直
捨
方
便
の
法
華
経
に
は
﹃
信
を
以
て
入
る
こ
と
を
得
﹄

と
云
い
雙そ

う

林り
ん

最
後
の
涅
槃
経
に
は
﹃
是こ

の
菩
提
の
因
は
復ま
た

無
量
な
り
と
雖い
え
ども
若
し
信
心
を
説
け
ば
則
ち
已
に
摂し
ょ
う

尽じ
ん

す
﹄

等
云
々
。
夫
れ
仏
道
に
入
る
根
本
は
信
を
も
て
本
と
す
五

十
二
位
の
中
に
は
十
信
を
本
と
す
十
信
の
位
に
は
信
心
初

め
な
り
た
と
ひ
さ
と
り
な
け
れ
ど
も
信
心
あ
ら
ん
者
は
鈍
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根
も
正
見
の
者
な
り
た
と
ひ
さ
と
り
あ
る
と
も
信
心
な
き

者
は
誹ひ

謗ぼ
う

闡せ
ん

提だ
い

の
者
な
りう
﹂

　

法
華
経
に
は
、
次
の
よ
う
な
経
文
も
あ
り
ま
す
。

﹁
舎
利
弗
よ
。
如
来
は
但た

だ
一
仏
乗
を
以
て
の
故
に
、
衆
生

の
為
め
に
法
を
説
き
た
ま
う
。
余
乗
の
若も

し
は
二
、
若
し

は
三
有
る
こ
と
無
し
。︵
略
︶
舎
利
弗
よ
。
過
去
の
諸
仏
は

無
量
無
数
の
方
便
、
種
種
の
因
縁
、
譬
喩
言
辞
を
以
て
、

衆
生
の
為
め
に
諸
法
を
演
説
し
た
ま
う
。
是
の
法
は
皆
な

一
仏
乗
の
為
め
の
故
な
りえ
﹂

　

他
の
伝
統
的
宗
教
と
同
様
、
仏
教
徒
も
様
々
な
解
釈
に
つ
い

て
語
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
、
た
く
さ
ん
の
系
統
、
宗
派
、
傾

向
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
時
に
、
仏
教
を
実
践
す
る
人
々
を

混
乱
さ
せ
る
の
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
宗
派
が
あ
る
な
ら
、

ど
れ
を
信
じ
れ
ば
い
い
の
か
？　

成
仏
へ
と
続
く
唯
一
の
道
は

あ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

釈
尊
や
諸
仏
の
た
ど
っ
た
道
は
、
ひ
と

つ
の
道
な
の
か
、
そ
れ
と
も
い
く
つ
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

「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）。左のパネルは西夏語訳の「図解入り法華経」（観世音菩薩普門品の一部）
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─
と
。

　

法
華
経
は
﹁
道
は
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が

あ
る
﹂
と
説
明
し
ま
す
。
さ
ら
に
、こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

そ
の
道
は
理
論
的
・
概
念
的
な
道
で
も
な
け
れ
ば
、
哲
学
的
な

智
慧
の
道
と
い
う
だ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
信
仰
と
行
動
と
い

う
意
味
で
の
﹁
実
践
の
道
﹂
で
も
あ
る
の
で
す
。

万
人
を
「
仏
の
子
」
と
観
る
慈
愛

　

法
華
経
に
関
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
重
要
な
点
は
、
法
華
経
の

中
に
は
慈
愛
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
仏
典
の
中
に
は
、

慈
愛
を
感
じ
た
り
、
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
困
難
な
も
の
も
あ

り
ま
す
。
精
神
的
な
道
に
つ
い
て
の
情
動
面
の
要
素
を
見
つ
け

る
の
が
難
し
い
経
典
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
禅
の
テ
キ
ス
ト

を
手
に
取
る
と
、
ど
こ
に
も
慈
愛
は
見
つ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
は
恐
縮
な
の
で
す
が
、
事
実
そ
う
な
の

で
す
。
法
華
経
に
お
い
て
は
、
慈
愛
を
見
出
す
の
は
簡
単
で
す
。

具
体
的
に
、
法
華
経
の
い
く
つ
か
の
譬
喩
に
注
目
し
て
み
る
と
、

例
え
ば
﹁
三
車
火
宅
の
譬
え
﹂︵
譬
喩
品
︶
で
す
。
こ
こ
で
は
、

仏
は
父
親
に
譬
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

﹁
即
ち
為こ

れ
一
切
世
間
の
父
な
り
。
諸
の
怖ふ

畏い

・
衰
悩
・
憂う

患げ
ん

・
無
明
・
暗あ
ん

蔽へ

に
於
い
て
、
永
く
尽
く
し
て
余
あ
ま
り

無
し
。

而
も
悉

こ
と
ご
とく
無
量
の
知
見
・
力
・
無む

所し
ょ

畏い

を
成じ
ょ
う

就じ
ゅ

し
、
大
神

力
、
及
び
智
慧
力
有
っ
て
、
方
便
・
智
慧
波は

羅ら

蜜み
つ

を
具
足

す
。
大
慈
大
悲
に
し
て
、
常
に
懈け

倦げ
ん

無
く
、
恒つ
ね

に
善
事
を

求
め
て
、
一
切
を
利
益
すお﹂

　

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
父
親
で
す
。

こ
こ
に
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
愛
情
で
あ
り
、
温
か
い
心
で
あ
り
、

慈
愛
で
す
。
こ
れ
が
慈
愛
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
慈
愛

と
は
何
で
あ
る
か
教
え
て
ほ
し
い
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ

が
温
か
さ
で
あ
り
温
も
り
で
す
。
知
識
を
得
る
道
の
よ
う
に
冷

た
く
な
く
、
ド
ラ
イ
で
も
な
く
、
厳
酷
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
慈

愛
の
道
で
す
。

　

ま
た
、
大
富
豪
の
父
親
と
貧
し
い
放
蕩
息
子
の
譬
え
︵
長
者
窮

子
の
譬
え
、
信
解
品
︶
に
は
、
人
間
の
優
し
さ
と
温
か
さ
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
法
華
経
は
、
万
人
を
﹁
仏
の
子
ど
も
﹂
と
見
て

い
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、
沙し

ゃ

竭か

羅ら

竜
王
の
娘
︵
竜
女
︶
の
話
を
見
て
み
ま
し
ょ
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う
。
彼
女
は
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
ま
す
。

﹁
辯べ

ん

才ざ
い

無む

礙げ

に
し
て
、
衆
生
を
慈
念
す
る
こ
と
、
猶な

お
赤し
ゃ
く

子し

の
如
し
。
功
徳
は
具
足
し
て
、
心
に
念お
も

い
口
に
演の

ぶ
る
こ

と
は
、
微
妙
広
大
に
し
て
、
慈
悲
仁に

ん

譲じ
ょ
う
あ
り
。
志
意
は
和わ

雅げ

に
し
て
、
能よ

く
菩
提
に
至
れ
りか
﹂

　
﹁
女
性
﹂
な
い
し
﹁
女
性
性
﹂
は
、
象
徴
的
な
意
味
で
、
人
間

の
も
つ
慈
愛
と
愛
情
の
面
を
表
象
し
て
い
ま
す
。﹁
女
性
﹂
と
言

い
た
く
な
け
れ
ば
、
ユ
ン
グ
が
言
っ
た
よ
う
に
、
ア
ニ
ム
ス
の

反
対
語
で
あ
る
﹁
ア
ニ
マ
﹂
と
呼
ん
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。﹁
女

性
性
﹂
の
ほ
う
は
、
情
愛
に
あ
ふ
れ
た
傾
向
性
を
示
す
も
の
と

し
て
、
こ
の
ま
ま
の
表
現
で
よ
い
で
し
ょ
う
。

「
仏
性
」
は
「
人
権
」
や
「
神
の
子
」
と
調
和
す
る

　

法
華
経
は
、
西
洋
の
文
化
と
精
神
性
に
何
を
も
た
ら
す
こ
と

が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
初
め
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
蓮
華
の
象
徴
で
す
。
蓮
華
が
象
徴
し
て
い
る
概
念
は
、

神
聖
と
冒
瀆
、
清
浄
と
不
浄
が
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
か
ら
で
す
。
法
華
経
は
、
絶
対
者
は
こ
の
無
常
の
現
世
に

存
在
し
て
い
る
と
い
う
見
方
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
絶
対
者
は
、

こ
の
世
界
を
超
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︵
超
越
︶、
こ
の
世

界
に
存
在
し
て
い
る
の
で
す
︵
内
在
︶。

　

さ
ら
に
、
蓮
華
と
い
う
象
徴
は
、
西
洋
文
化
な
か
ん
ず
く
キ

リ
ス
ト
教
の
中
に
存
在
す
る
思
想
を
想
起
さ
せ
ま
す
。
西
洋
文

化
は
、
お
お
ま
か
に
言
っ
て
、
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
そ
し

て
世
俗
主
義
の
産
物
で
す
が
、﹁
受
肉
﹂
の
概
念
を
発
展
さ
せ
て

お
り
、
こ
の
概
念
は
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ど
の
現
代
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
中
に
も
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

　

考
慮
す
べ
き
も
う
ひ
と
つ
の
思
想
は
、
宇
宙
を
そ
の
身
体
と

す
る
仏
身
す
な
わ
ち
﹁
法
身
﹂
の
概
念
で
す
。
法
華
経
で
は
、

と
く
に
衆
生
に
内
在
す
る
仏
性
を
湧
現
さ
せ
る
手
助
け
を
す
る

菩
薩
群
︵
の
顕
現
︶
と
し
て
物
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
西
洋
文
化
に

も
、
こ
れ
に
似
た
思
想
が
あ
り
ま
す
。
神
が
歴
史
と
し
て
顕
現

し
た
り
︵
ユ
ダ
ヤ
教
︶、
人
間
と
し
て
顕
現
し
た
り
︵
キ
リ
ス
ト
教
︶

す
る
の
で
す
。

　

こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
法
華
経
は
い
か
に
西
洋
文
化
と
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完
全
に
調
和
し
、
な
お
か
つ
他
の
仏
教
の
範
疇
と
も
見
事
に
合

致
し
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
を
知
る
こ
と
は
重
要
と
思

い
ま
す
。
法
華
経
は
西
洋
文
化
に
加
わ
り
、
そ
れ
を
力
づ
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

本
質
的
な
問
題
と
し
て
、
仏
教
が
ま
っ
た
く
俗
世
間
か
ら
離

れ
、
世
間
か
ら
も
疎
外
さ
れ
た
宗
教
で
あ
っ
て
、
社
会
の
変
化

に
か
か
わ
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
問
題
が
生
じ
ま
す
。

実
際
、
初
期
に
仏
教
に
寄
せ
ら
れ
た
批
判
の
ひ
と
つ
が
そ
れ
で

し
た
。
長
年
に
わ
た
り
、
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
、
と
く
に

カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
は
、
仏
教
の
評
判
を
貶お

と
し
め
る
た
め
に
、

次
の
よ
う
な
言
葉
で
キ
リ
ス
ト
教
擁
護
論
を
展
開
し
て
き
た
の

で
す
。﹁
仏
教
徒
は
瞑
想
に
瞑
想
を
重
ね
る
。
し
か
し
、
世
界
を

よ
り
良
く
す
る
た
め
に
は
何
も
し
な
い
﹂

　

と
こ
ろ
が
法
華
経
は
、
こ
の
ユ
ダ
ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
型
の
西

洋
文
化
に
完
全
に
適
合
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
哲
学
的
に

も
概
念
的
に
も
ま
っ
た
く
問
題
な
く
西
洋
に
受
け
入
れ
ら
れ
る

可
能
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、
両
者
に
は
﹁
機
能
的
に
同
等
の
も
の
﹂
が
存
在
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
レ
イ
モ
ン
・
パ
ニ
カ
ー
の
概
念
で

あ
り
ま
す
が
、
異
な
る
文
化
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
領
域
に
お
い

て
、
類
似
の
働
き
を
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え

ば
、﹁
宗
教
︵religión

︶﹂
と
い
う
言
葉
と
機
能
的
に
同
等
の
も
の

は
、
仏
教
に
お
い
て
は
﹁
ダ
ル
マ
﹂
と
い
う
言
葉
で
し
ょ
う
。

仏
教
に
は
﹁
宗
教
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で

は
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
と
仏
教
に

は
宗
教
と
機
能
的
に
同
等
の
言
葉
と
し
て
﹁
ダ
ル
マ
﹂
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
は
﹁
宇
宙
の
秩
序
﹂
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
が
、

﹁
ダ
ル
マ
﹂
を
﹁
宗
教
﹂
と
訳
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し
ば
し

ば
そ
う
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
正
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
便
宜

的
に
内
容
を
西
洋
に
適
応
さ
せ
て
教
え
る
場
合
に
は
、
そ
う
言

う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
以
外
の
時
に
は

間
違
い
に
な
り
ま
す
。

　

す
べ
て
の
衆
生
は
仏
性
を
顕
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
思

想
を
し
っ
か
り
と
受
け
入
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
西
洋
由
来

の
概
念
が
、
ふ
た
つ
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
、
世
界
人
権
宣
言

に
謳
わ
れ
た
、
普
遍
的
で
、
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
﹁
人
間
の

尊
厳
﹂
で
す
。
人
権
宣
言
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
人
は
同
じ
尊

厳
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
概
念
は
完
全
に
仏
性
の
概
念
と
合
致
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し
ま
す
。
こ
れ
に
加
え
て
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
す
べ
て
の
人

は
﹁
神
の
子
ど
も
﹂
で
あ
る
と
説
き
ま
す
。
私
た
ち
は
同
様
の

考
え
方
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
言
葉
・
用
語
と
意
味
に
違
い

は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
は
パ
ニ
カ
ー
の
指
摘
す
る
＂
機
能
的
・
位

相
的
に
同
等
の
も
の
＂
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
に
は
、
も
う
ひ
と

つ
仏
性
と
類
似
の
概
念
が
あ
り
ま
す
。﹁
神
成
︵
神
化
︶﹂
と
い
う

︵
主
に
正
教
会
で
い
う
︶
概
念
で
す
。
こ
の
概
念
も
、
す
べ
て
の
人

は
神
の
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
す
べ
て
の
人
は
キ
リ

ス
ト
に
連
な
る
者
で
あ
り
、
愛
と
ロ
ゴ
ス
を
も
っ
て
い
る
と
し

ま
す
。
仏
教
で
は
、
す
べ
て
の
人
は
慈
悲
と
智
慧
を
も
っ
て
い

る
と
し
て
い
ま
す
。

思
い
や
り
の
あ
る
相
互
依
存
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

法
華
仏
教
は
、
法
︵
ダ
ル
マ
︶
の
根
源
的
な
力
を
個
人
が
体
現

す
る
と
い
う
主
体
性
の
価
値
を
説
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
い
う

﹁
法
﹂
と
は
法
理
学
や
法
律
上
の
法
で
は
な
く
、
宇
宙
の
法
の
こ

と
で
す
。

　

仏
教
は
﹁
思
い
や
り
の
あ
る
相
互
依
存
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
﹂
を
西
洋
に
提
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
の
︿
知
識
社
会
﹀

に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
社
会
力
学
モ
デ
ル

よ
り
も
、
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
法
華
仏
教
は
相

互
依
存
と
共
生
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
現
代
の
知

識
社
会
に
、
よ
り
適
し
た
ビ
ジ
ョ
ン
を
西
洋
に
提
供
で
き
る
の

で
す
。
知
識
社
会
は
、
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
に
基
づ
い
て
お
り
、
共
生
的
で
あ
る
ほ
か
な
い
社
会
で
す
。

知
識
社
会
は
情
報
社
会
と
は
異
な
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
情
報

社
会
で
は
知
識
を
分
か
ち
合
う
必
要
は
必
ず
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。

一
方
、
知
識
社
会
で
は
知
識
は
分
か
ち
合
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

誰
も
が
す
べ
て
を
共
有
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
情
報
社

会
は
不
平
等
を
生
み
出
し
、
格
差
が
存
続
し
ま
す
。
知
識
社
会

は
不
平
等
を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
、
相
互
依
存
を
生
み
出
す

の
で
す
。
仏
教
は
知
識
社
会
に
適
合
す
る
モ
デ
ル
を
提
示
し
て

お
り
、
こ
れ
は
他
の
宗
教
は
も
と
よ
り
宗
教
以
外
の
信
条
に
と

っ
て
も
模
範
と
な
り
え
る
こ
と
で
す
。

　

さ
ら
に
仏
教
は
、
現
代
の
社
会
モ
デ
ル
、
す
な
わ
ち
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
と
継
続
的
成
長
に
根
差
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
科
学
技
術

社
会
と
多
く
の
共
通
点
を
も
っ
て
い
ま
す
。
仏
教
が
も
た
ら
す
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も
の
は
、
い
く
つ
か
の
伝
統
的
宗
教
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で

す
。
そ
れ
ら
の
宗
教
は
＂
列
車
に
乗
り
遅
れ
て
＂
時
代
に
取
り

残
さ
れ
、
知
識
社
会
へ
の
適
応
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
か
ら
で
す
。

　

ま
た
仏
教
で
は
、
自
然
や
他
の
生
物
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、

こ
う
し
た
共
生
や
相
互
依
存
を
説
き
ま
す
。
こ
の
点
も
、
仏
教

の
非
常
に
大
切
な
寄
与
で
す
。
知
識
社
会
で
は
﹁
自
然
環
境
へ

の
畏
敬
﹂
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
科
学
と
技
術

が
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
な
ん

と
か
し
て
環
境
へ
の
畏
敬
を
も
た
な
け
れ
ば
、
そ
う
遠
く
な
い

う
ち
に
人
類
の
す
べ
て
は
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

　

仏
教
が
提
示
す
る
倫
理
的
枠
組
み
が
、
こ
の
破
壊
を
避
け
る

こ
と
を
可
能
に
し
ま
す
。
共
生
的
相
互
依
存
の
価
値
を
人
々
に

認
識
さ
せ
、
そ
の
正
し
さ
を
裏
づ
け
て
く
れ
る
か
ら
で
す
。
こ

れ
は
西
洋
文
化
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
独
創
的
な
貢
献
で
す
。

つ
ま
り
、
そ
れ
自
体
が
西
洋
文
化
に
お
け
る
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

で
あ
り
、
仏
教
の
こ
の
特
長
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
西
洋
文

化
が
革
新
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

環
境
や
自
然
を
重
視
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
教
は

人
間
の
優
位
性
も
認
め
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
人
間
だ
け
が
︵
宇

宙
の
法
の
力
を
体
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︶
宇
宙
的
主
体
性
を
体
現

で
き
る
か
ら
で
す
。
ゆ
え
に
仏
教
で
は
、
人
間
が
人
間
以
外
の

生
き
も
の
と
同
等
で
あ
る
と
は
説
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、

人
間
に
優
位
性
が
あ
っ
て
も
、
他
の
生
き
も
の
を
支
配
し
た
り

服
従
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
は
想
定
し
て
い
な
い
の
で
す
。

「
個
人
の
革
命
」
を
源
泉
に
「
社
会
の
革
命
」
へ

　

仏
教
の
も
う
ひ
と
つ
の
観
点
と
し
て
、
人
間
主
義
的
な
社
会

変
革
の
思
想
が
あ
り
ま
す
。﹁
社
会
の
革
命
﹂
の
源
泉
と
な
る
﹁
個

人
の
革
命
﹂
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
す
。

　

池
田
大
作
氏
の
著
で
あ
るA N

ew
 H
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anism

︵
海
外
諸
大
学
講

演
集き︶
の
中
で
、
師
弟
関
係
に
お
け
る
﹁
法
︵
ダ
ル
マ
︶﹂
の
重
要

性
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
師
匠
す
な
わ
ち
＂
教
え
と
振
る
舞
い

を
通
じ
て
﹁
法
﹂
を
映
す
鏡
と
な
る
存
在
＂
と
弟
子
の
関
係

─
西
洋
に
は
、
こ
う
し
た
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
︵
模
範
に
で
き
る
人
物
︶

が
欠
如
し
て
い
ま
す
。
自
由
を
失
う
こ
と
な
く
師
弟
関
係
を
つ

く
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
り
、
仏
教
は
そ
れ
を
可
能
に
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
西
洋
に
お
け
る
師
弟
関
係
は
依
存
や
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法華経は西洋文化に何を寄与できるか

服
従
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム

系
の
宗
教
に
由
来
す
る
考
え
方
で
す
が
、
仏
教
で
は
そ
う
考
え

て
い
な
い
の
で
す
。
師
弟
関
係
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
観
点
は
、

西
洋
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
す
。

　

さ
ら
に
仏
教
に
は
、︵
民
族
な
ど
が
︶
同
一
で
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
多
様
性
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
考
え
や
、＂
多
様
な
も

の
の
団
結
＂
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。
文
明

や
文
化
︵
の
自
己
主
張
︶
は
抑
制
で
き
な
い
も
の
だ
と
し
て
も
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
互
い
が
衝
突
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
衝
突
の
危
険
が
あ
る
関
係
性
で
あ
っ

て
も
、
対
話
に
よ
っ
て
、﹁
互
い
に
豊
か
に
し
合
う
﹂
創
造
的
な

関
係
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

法
華
仏
教
は
、
非
二
元
論
的
な
人
間
学
を
西
洋
に
提
供
で
き

ま
す
。
善
と
悪
と
を
絶
対
的
に
対
立
さ
せ
る
よ
う
な
極
端
な
二

元
論
的
人
間
学
を
乗
り
越
え
て
、
相
互
依
存
的
で
調
和
の
と
れ

た
相
互
作
用
の
観
点
に
移
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
す
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
可
能
性
に
満
ち
た
新
し
い
人
間
の
見
方
が
も
た
ら
さ

れ
る
は
ず
で
す
。

　

精
神
性
へ
の
道
は
、
長
い
道
の
り
で
す
。
道
は
た
だ
ひ
と
つ

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

や
り
方
で
、
そ
の
道
を
進
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。

　

概
略
で
は
あ
り
ま
す
が
、
以
上
が
﹁
法
華
経
が
西
洋
文
化
と

西
洋
の
精
神
性
に
何
を
寄
与
で
き
る
か
﹂
と
い
う
問
い
へ
の

私
の
つ
た
な
い
見
解
で
あ
り
ま
す
。
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