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莫
高
窟
に
お
け
る
法
華
経
の
図
像
表
現

ク
リ
ス
チ
ー
ヌ
・
コ
ン
ト
レ
ー
ル

　

法
華
経
は
大
乗
の
基
本
文
献
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も
に
、
最

も
古
く
か
ら
図
像
化
さ
れ
て
き
た
経
典
の
一
つ
で
あ
る
。
広
く

認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
法
華
経
の
初
期
の
図
像
表
現
は
、

︹
釈
迦
仏
・
多
宝
仏
の
︺
二
仏
が
師
子
座
や
仏
塔
に
並
座
し
て
い
る

図
像
に
集
中
し
て
お
り
、そ
の
変
わ
ら
ざ
る
こ
と
、あ
た
か
も
﹁
静

止
画
像
﹂
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
漢
訳
法
華
経
の
第
十
一

章
﹁
見
宝
塔
品
﹂
を
図
像
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
像
の
構
成

は
ほ
と
ん
ど
変
わ
る
こ
と
な
く
、
法
華
経
を
説
い
て
い
る
釈
迦

牟
尼
が
、
そ
の
説
法
が
真
実
で
あ
る
と
証
言
す
る
た
め
に
宝
塔

と
と
も
に
出
現
し
た
過
去
仏
で
あ
る
多
宝
如
来
の
右
︵
向
か
っ
て

左
︶
に
座
し
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
経
典
の
本
文
で
は

仏
が
と
て
つ
も
な
く
荘
厳
化
さ
れ
て
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に

合
わ
せ
て
、
二
仏
が
＂
光
り
輝
く
仏
身
＂
と
し
て
、
あ
る
い
は

よ
り
正
確
に
言
え
ば
、﹁
分
身
﹂
す
な
わ
ち
三
菩
枷
�
耶

︵sam
bhoga-kāya

︶
と
し
てあ
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
乗
初

期
の
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
︵
図
像
学
︶
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。

敦
煌
壁
画
「
法
華
経
変
」
の
種
々
相

　

日
本
語
の
﹁
一
塔
両
尊
﹂
と
い
う
素
晴
ら
し
い
名
称
に
よ
っ
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て
形
容
さ
れ
る
こ
の
図
像
の
テ
ー
マ
は
、
お
そ
ら
く
﹁
ガ
ン
ダ
ー

ラ
﹂
の
名
を
冠
す
る
美
術
の
創
造
物
で
あ
ろ
う
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ

美
術
は
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
北
西
端
に
あ
る
、
仏
教
が
流
布
し

て
い
た
地
・
ガ
ン
ダ
ー
ラ
︵
現
在
の
パ
キ
ス
タ
ン
北
西
部
周
辺
︶
で

西
暦
一
世
紀
頃
に
生
ま
れ
、
中
央
ア
ジ
ア
や
西
ア
ジ
ア
に
広
ま

っ
た
が
、
五
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
、
中
国
に
お
け
る
仏

教
図
像
発
展
の
核
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
中
国
仏
教
が
形
成
さ
れ

開
花
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
を
証
言
す
る
の
が
、
オ
ア

シ
ス
都
市
・
敦
煌
に
あ
る
莫
高
窟
と
い
う
聖
地
で
あ
る
。
そ
こ

に
あ
る
四
十
窟
以
上
の
図
像
が
、
法
華
経
に
つ
い
て
描
か
れ
た

も
の
だ
と
中
国
の
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
図
像
は
﹁
経
変
﹂
と
も
﹁
変
相い
﹂
と
も
呼
ば
れ
る
仏
教
絵
画

の
主
要
な
ジ
ャ
ン
ル
に
属
し
て
お
り
、﹁
応
現
﹂﹁
化
作
﹂﹁
変へ

ん

化げ

﹂
な
ど
、
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の
﹁
変
／
化
身
︵nirm

āna

︶﹂

を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
描
く
芸
術
は
仏
教
を
伝
え
る
重

要
な
手
段
と
な
っ
て
き
た
。

　

立
体
の
塑
像
︵
第
二
五
九
窟
の
粘
土
で
作
ら
れ
た
像
︶
や
壁
画
︵
第

二
八
五
窟
︶
で
テ
ー
マ
と
な
っ
た
﹁
一
塔
二
尊
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

五
・
六
世
紀
の
敦
煌
に
お
い
て
主
流
を
占
め
た
も
の
で
、
後
に

は
多
様
で
複
雑
な
構
成
を
も
つ
作
品
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。

隋
王
朝
︵
五
八
一-

六
一
九
︶
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
第
四
二

〇
窟
は
全
体
が
法
華
経
に
捧
げ
ら
れ
て
お
り
、
説
法
す
る
釈
迦

牟
尼
を
取
り
巻
く
弟
子
や
菩
薩
の
塑
像
や
絵
画
で
飾
ら
れ
て
い

る
。
壁
の
し
き
り
に
は
、﹁
千
仏
﹂
と
呼
ば
れ
る
瞑
想
す
る
小
さ

な
仏
像
が
並
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
、
釈
迦
牟
尼
の
輝
く
体
か

ら
生
じ
た
無
量
の
ブ
ッ
ダ
の
威
光
を
示
し
て
い
る
と
も
、
あ
る

い
は
、
釈
迦
牟
尼
の
説
法
の
会
座
に
参
加
す
る
た
め
に
宇
宙
か

ら
や
っ
て
来
た
十
方
の
諸
仏
を
表
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
て 

い
る
。

　

窟
頂
︵
天
井
︶
に
は
、
法
華
経
の
導
入
部
で
あ
る
﹁
序
品
﹂
が
、

No Image

莫高窟・第259窟の「二仏並
座」の塑像。北魏太和年間
（477-499年）。高さは各1.4
ｍ。光背を負い、恭敬の意を表
して右肩を出す偏袒右肩（へん
たんうけん）の姿で描かれてい
る（敦煌研究院提供。『敦煌石
窟全集７』上海人民出版社）
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永
遠
の
涅
槃
の
場
面
︵
西
面
と
北
面
︶
を
中
心
に
、
様
々
な
釈
迦

の
会
座
が
描
か
れ
て
い
る
。
窟
頂
南
面
は
、
第
三
章
﹁
譬
喩
品
﹂

に
捧
げ
ら
れ
、
苦
悩
に
焼
か
れ
る
こ
の
無
常
の
世
界
の
隠
喩
で

あ
る
﹁
火
宅
﹂
の
物
語
が
描
か
れ
て
い
る
。
慈
父
の
ご
と
く
、

仏
陀
は
子
ど
も
た
ち
を
火
宅
か
ら
救
う
た
め
に
、
三
つ
の
車
を

贈
る
と
言
う
︹﹁
欲
し
が
っ
て
い
た
羊
の
車
、
鹿
の
車
、
牛
の
車
︵
そ

れ
ぞ
れ
声
聞
乗
・
縁
覚
乗
・
菩
薩
乗
の
譬
喩
︶
が
門
の
外
に
あ
る
よ
﹂

と
呼
び
か
け
る
︺
が
、
実
際
に
贈
ら
れ
た
の
は
、
も
っ
と
素
晴
ら

し
い
唯
一
無
二
の
車
︹
大
白
牛
車
︺
で
あ
っ
た
。
こ
の
車
は
法
華

経
で
説
か
れ
た
最
高
の
教
え
︹
一
乗
︺
を
譬
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

窟
頂
東
面
に
は
、
信
者
に
危
難
が
続
い
た
際
に
観
世
音
菩
薩

が
救
う
場
面
、
そ
し
て
観
音
が
信
者
に
近
づ
き
、
救
済
す
る
た

め
に
い
ろ
い
ろ
な
姿
を
借
り
て
現
れ
た
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
、

第
二
十
五
章
﹁
観
世
音
菩
薩
普
門
品
﹂
の
内
容
が
詳
細
に
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
十
五
章
は
頻
繁
に
書
写
さ
れ
、
唱
え
ら

れ
、
ま
た
︹
法
華
経
全
体
か
ら
︺
独
立
し
て
描
か
れ
て
き
た
。
さ

ら
に
、
唐
時
代
︵
六
一
九-

九
〇
七
︶
の
天
宝
の
代
︵
七
四
二-

七

五
六
︶
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
第
四
五
窟
に
お
い
て
、
最
も
美
し

く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
南
壁
に
は
、
こ
の
慈
悲
の
巨
人
に

よ
る
救
済
活
動
が
全
面
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

実
際
、
七
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
、
莫
高
窟
の
壁
画
は

絶
頂
期
に
達
し
た
。
神
龍
の
代
︵
七
〇
五-

七
〇
七
︶
に
作
ら
れ

た
と
さ
れ
る
第
二
一
七
窟
の
南
壁
に
は
、
法
輪
を
回
す
し
ぐ
さ

を
す
る
釈
迦
牟
尼
の
法
華
経
を
説
く
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
釈

迦
牟
尼
の
上
に
は
、
彼
が
選
ん
だ
仏
土
す
な
わ
ち
救
済
行
為
を

行
う
領
域
が
描
か
れ
て
い
る
が
、そ
れ
は
、こ
の
我
々
の
世
界
︹
娑

婆
世
界
︺
が
完
全
に
変
容
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
中
央
の

広
い
枠
に
は
、
精
神
的
位
階
に
従
っ
て
︹
菩
薩
の
︺
群
像
が
描
か

れ
て
い
る
の
が
目
に
と
ま
る
。
ま
た
対
照
的
に
、
風
景
や
建
物

を
背
景
に
し
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
場
面
が
よ
り
自
由
な
構
図
で

描
か
れ
、
数
多
く
の
小
さ
な
仕
切
り
に
並
置
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
に
、
第
七
章
︹
化
城
喩
品
︺
の
﹁
化
城
宝
処
の
譬
え
﹂
が
見

ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
ブ
ッ
ダ
が
思
慮
深
い
案
内
人
と
し
て
、

疲
れ
切
っ
た
隊
商
の
旅
人
た
ち
が
休
憩
で
き
る
素
晴
ら
し
い
幻

の
都
市
︹
化
城
︺
を
作
り
出
し
、
そ
の
お
か
げ
で
、
旅
人
た
ち
は

無
二
の
珍
宝
す
な
わ
ち
真
実
の
涅
槃
を
求
め
る
旅
を
再
開
で
き

た
と
い
う
物
語
が
描
か
れ
て
い
る
。
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豊
穣
な
描
写
で
教
え
に
生
命
を
与
え
る

　

譬
喩
や
説
法
や
奇
跡
の
描
写
⋮
⋮
そ
う
し
た
際
の
情
景
図
は
、

法
華
経
に
お
い
て
衆
生
を
完
全
な
悟
り
の
道
に
導
く
た
め
に
ブ

ッ
ダ
が
用
い
た
﹁
方
便
﹂
を
、
た
い
て
い
は
極
め
て
簡
潔
な
描

法
で
描
き
出
し
て
い
る
。
例
え
ば
第
五
章
︹
薬
草
喩
品
︺
の
﹁
三

草
二
木
の
譬
え
﹂
に
お
い
て
、
恵
み
の
雨
の
も
と
で
耕
作
す
る

農
民
な
ど
田
園
生
活
を
描
く
機
会
と
な
っ
た
。
一
方
、
富
豪
の

生
活
と
、
そ
の
貧
し
い
息
子
に
つ
い
て
も
図
説
し
て
い
る
。
そ

の
息
子
は
、
第
四
章
﹁
信
解
品
﹂
の
教
訓
的
な
物
語
︹
長
者
窮
子

の
譬
え
︺
に
お
い
て
、
富
裕
な
父
親
か
ら
財
産
を
譲
ら
れ
る
前
に
、

ま
ず
馬
小
屋
の
掃
除
人
と
し
て
忙
し
く
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
第
十
四
章
﹁
安
楽
行
品
﹂
の
戦
い
の
場
面
が
描
か
れ

て
い
る
。
偉
大
な
る
王
︹
転
輪
聖
王
︺
は
、
値
段
を
つ
け
ら
れ
な

い
ほ
ど
高
価
な
宝
珠
︹
明
珠
︺
を
最
も
勇
敢
な
戦
士
た
ち
に
与
え

る
の
で
あ
る
︹
髻け

中
明
珠
の
譬
え
︺。

　

第
六
一
窟
は
、
そ
の
雄
大
さう
と
上
流
階
級
に
属
す
る
施
主
・

供
養
者
の
名
に
よ
っ
て
、
こ
の
聖
地
の
中
で
最
も
名
高
い
。
そ

の
施
主
と
は
、
十
世
紀
初
頭
、
敦
煌
地
方
に
皇
帝
よ
り
派
遣
さ

れ
た
︹
帰
義
軍
節
度
使
で
あ
る
︺
曹
元
忠
の
夫
人
・
翟
氏
で
あ
るえ
。

南
壁
に
は
、
本
展
で
も
︹
パ
ネ
ル
を
︺
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

大
き
な
縦
長
の
絵
︹
法
華
経
変
︺
が
描
か
れ
、
釈
迦
の
説
法
の
会

座
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
周
り
に
二
十
以
上
の
章
の
内
容
が
描

か
れ
て
い
る
。
中
央
の
軸
に
そ
っ
て
左
右
対
称
に
な
る
よ
う
に

考
え
ら
れ
た
図
像
に
は
、
下
か
ら
上
に
、
現
世
と
い
う
﹁
火
宅
﹂、

ブ
ッ
ダ
が
横
た
わ
っ
た
﹁
涅
槃
図
﹂、
釈
迦
牟
尼
の
﹁
法
華
経
説

法
﹂、
そ
の
上
方
に
﹁
宝
塔
﹂
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
苦

か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、
よ
り
精
神
が
上
昇
す
る
こ
と
を
い
う
た

め
に
、
こ
の
中
心
軸
上
で
、
よ
り
高
所
へ
と
上
昇
し
て
い
く
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

今
、
大
ま
か
に
触
れ
た
よ
う
に
、
莫
高
窟
に
お
け
る
法
華
経

の
表
現
は
豊
穣
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
＂
イ
メ
ー
ジ
の

も
つ
調
和
の
機
能
＂
を
明
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
図
像
は
信
者

が
そ
れ
を
製
作
す
る
た
め
の
寄
付
と
い
う
徳
を
成
し
遂
げ
る
こ

と
で
﹁
供
養
﹂
や
﹁
徳
行
﹂
を
実
行
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
ま
た
、

信
仰
実
践
や
礼
拝
の
と
き
、
信
者
の
﹁
イ
コ
ン
︵
聖
な
る
画
像
︶﹂

と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
瞑
想
す
る
信
者
の
た
め
に
は
観
想
の
主

題
と
も
な
り
、
対
境
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
経
文
を
唱
え
る
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こ
と
と
同
じ
く
、
図
像
に
よ
っ
て
人
々
は
教
育
さ
れ
、
ま
た
感

化
さ
れ
る
。
さ
ら
に
図
像
は
、
世
俗
的
な
領
域
を
超
え
た
と
こ

ろ
に
あ
る
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
、
多
く
の
人
々
に
も
具
体
的
に
わ

か
る
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
を
与
え
、
時
代
に
合
っ

た
、
生
き
生
き
と
し
た
も
の
に
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

︹　

︺
内
は
邦
訳
に
際
し
て
の
補
注

訳
注

︵
１
︶ sam

bhoga-kāya

は
通
例
、
報
身
と
訳
す
が
、
論
考
筆
者
の
意

向
と
し
て
、
こ
の
訳
語
は
﹁
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
のsam

bhoga-
kāya

と
い
う
語
か
ら
か
な
り
離
れ
て
い
る
﹂
ゆ
え
に
、
漢
字
に

よ
る
音
訳
で
あ
る
三
菩
枷
迦
耶
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。

︵
２
︶ ﹁
変
相
﹂
は
具
体
化
し
た
姿
の
意
味
で
、
仏
教
説
話
や
経
典
の

内
容
を
図
像
化
し
た
も
の
。﹁
変
﹂
と
も
い
う
。
釈
迦
如
来
を

中
心
に
霊
鷲
山
を
描
い
た
霊
山
浄
土
変
、
阿
弥
陀
浄
土
を
図
示

し
た
浄
土
変
相
、
地
獄
を
描
い
た
地
獄
変
、
観
無
量
寿
経
を
描

い
た
観
経
変
相
図
等
が
あ
る
。
大
乗
経
典
に
基
づ
い
て
絵
画
化

さ
れ
た
﹁
変
﹂
を
、
特
に
﹁
大
乗
経
変
﹂﹁
経
変
﹂
と
も
い
う
。　

︵
３
︶ 

第
六
一
窟
は
莫
高
窟
最
大
の
石
窟
の
ひ
と
つ
。
窟
頂
の
最
も
高

い
部
分
は
九
・
五
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
西
壁
に
は
莫
高
窟
最
大
の

壁
画
﹁
五
台
山
図
﹂︵
高
さ
三
・
四
メ
ー
ト
ル
、
幅
十
三
・
四

五
メ
ー
ト
ル
︶
が
あ
る
。

︵
４
︶ 

帰
義
軍
節
度
使
の
地
方
政
権
は
、
九
世
紀
中
葉
か
ら
十
一
世
紀

前
半
に
か
け
て
敦
煌
を
支
配
し
た
。
曹
氏
一
族
は
十
世
紀
初
頭

か
ら
約
百
年
間
、
節
度
使
を
務
め
た
。
な
か
で
も
四
代
目
・
曹

元
忠
は
三
十
年
︵
九
四
四-

九
七
四
︶
の
長
き
に
わ
た
り
、
そ

の
地
位
に
あ
っ
た
。
民
を
慈
し
み
、
文
化
交
流
に
も
努
め
た
名

君
と
さ
れ
て
お
り
、
仏
教
へ
の
崇
敬
篤
く
、
莫
高
窟
の
保
護
・

発
展
に
大
き
な
貢
献
を
し
た
。
夫
人
・
翟
氏
ら
曹
氏
の
女
性
た

ち
の
姿
が
第
六
一
窟
に
描
か
れ
て
い
る
。　
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