
法
華
経
如
来
神
力
品

の
神
力
に
つ
い
て

-
梵

漢

対

照
-

苅

谷

定

「
彦

法
華
経

の
第
二
十
章

「如
来

の
神
力
示
現
」
(tatha
gatarddhi
-ab
hisa
-

m
s
k
a
r
a
)

は
、
所
謂
法
華
経
原
始
分
の
末
尾
に
位
置
し
、
経
全
体
を
締

め
く
く
る
重
要
な
章
で
あ
る
が
、
現
行
梵
本

と
漢

訳
と
を
対
照
す
る

と
、
長
行

の
冒
頭
に
近
い
処
で
両
者
の
間
に
少
な
か
ら
ざ
る
相
違
が
あ

る
。

し
か
も
そ
れ
は
内
容
上
法
華
経
全
体

の
理
解
に
関
わ
る
も
の
を
持

つ
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
章

は
、
地
涌
の
菩
薩
の
仏
滅
後
に
お
け
る
法
華
経
受
持

の
発
誓

で
始
ま
る
が
、
そ
の
部
分
は
梵
漢

(竺
法
護
訳

「正
法
華
」
、羅
什
訳

「妙

法
華
」
共
)

一
致
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
現
行
梵
本

(
ペ
テ
ロ

(
1
)
 

(2
)

フ
ス
キ
ー
本
、
ギ
ル
ギ
ッ
ト
本
等
も
含
め
て
)
に
存
す
る
部
分
は
、
両
漢
訳

共
、

そ
れ
と
は
相
応
し
な
い
し
、
欠
け
る
所
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
後

は
再
び
、

こ
の
章

の
終
り
ま
で
梵
漢
は
一
致
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、

一
章
全
体

の
な
か
で
、
中
間
の

一
部
分
の
み
が
梵
漢

一
致
し
な
い
わ
け

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
法
華
経
に
あ
つ
て
は
従
来
、

羅
什
訳
妙
法
華
が

何
に
つ
け
規
準
と
な
り
、
そ
れ
に
欠
く
る
も
の
は
後
代
の
増
補
附
加
と

す
る
の
が
大
方
の
見
方
で
、
そ
れ
で
ゆ
け
ば
、
当
該
の
現
行
梵
本
の
個

処
も
後
代

の
増
補
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
し

か
し
こ
こ
に
関
し
て
は

そ
の
よ
う
に
見
ち
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

さ
て
、
現
行
梵
本
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
前
述
の
地
涌
の
菩

薩
の
発
誓
に
続
い
て
、
文
殊
師
利
を
上
首
と
す

る
百
千
万
億
の
菩
薩
、

即
ち
こ
の
娑
婆
世
界
に
住
す
る
比
丘
等
四
衆
、

八
部
衆
及
び
疸
河
沙
の

菩
薩
と
が
、
「我

々
も
又
、
如
来

の
滅
後
こ
の
法
門
を
説
き
、
見

え
ざ

る
身
で
も
つ
て
空
中
に
住
し
て
、
そ
の
声
を
聞
か
せ
よ
う
。
」
と
云
う
。

世
尊
は
地
涌
の
菩
薩
ら
に

「
善
い
哉
、
汝
ら
は

こ
の
法
門
の
た
め
に
そ

う
す
べ
き
だ
。
汝
ら
は
如
来
に
よ
つ
て
す

で
に
そ
の
よ
う
に
調
熟
せ
し

め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
」
と
告
げ
る
。
そ
の
時
、

釈
迦
仏
と
多
宝
仏

と

は
微
笑
し
、

口
よ
り
舌
根
を
出
す
こ
と
、
梵
天
に
達
す
る
程

で
あ
り
、
'

そ
の
舌
根
よ
り
百
千
万
億
の
光
線
を
放

つ
。
そ
し
て
そ
れ
ら
光
線

の
一

つ

一
つ
よ
り
百
千
万
億
の
菩
薩
が
出
現
す
る
。
彼

ら
は
金
色
の
身
に
三

十
二
相
を
備
え
蓮
華

の
胎
の
獅
子
座
に
坐
し
十

方
の
百
千
の
世
界
に
拡

法
華
経
如
来
神
力
品

の
神
力

に
つ
い
て

(
苅

谷
)
 

一
〇

一
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法
華
経
如
来
神
力
品

の
神
力

に
つ
い
て

(
苅

谷
)
 

一
〇

二

が
り
、
空
中
に
住
し
て
教
法
を
説
く
。
釈
迦
、
多
宝
の
二
仏
が
舌
根

で

も
つ
て
、
神
力
の
変
現

(
r
d
d
h
i
-

pratih
aq
a)
を
な
し
た
如
く
、
他

の

世
界
か
ら
や
つ
て
来
た
宝
樹
下
獅
子
座
上
の
無
量
の
仏
た
ち
も
又
、
神

力
の
変
現
を
な
す
。
釈
迦
仏
と

一
切
の
仏
と
は
、
百
千
歳
を
満
た
し
て

神
力
の
示
現

(rdd
h
i
-
ahh
isam
ska
ra)
を
な
し
た
、
と
。

こ
れ
に
対
応
す
る
漢
訳
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

(
3
)
 

(
4
)

「
正
法
華
」
於
時
薄
首
処
於
忍
界
諸
菩
薩
無
数
億
百
千
核
及
比
丘
比

丘
尼
清
信
士
清
信
女
諸
天
竜
神
健
沓
憩
阿
須
倫
迦
留
羅
真
陀
羅
摩
休
勒

及
人
非
人
。
如
来
皆
為
神
足
変
化
。
如
来
至
真
等
正
覚
為
現
瑞
応
、
悉

得
柔
順
法
忍
皆
令
書
写
正
法
華
経
。
化
異
世
界
億
百
千
数
諸
菩
薩
等
、

各
各
坐
干
諸
宝
樹
下
師
子
座
上
。
爾
時
能
仁
世
尊
・及
此

一
切
如
来
正

覚
(
現
其
神
足
具
足
充
満
百
千
歳
中
有
所
興
立
。

(
5
)

「
妙
法
華
」
爾
時
世
尊
於
文
殊
師
利
等
無
量
百
干
万
億
旧
住
娑
婆
世

界
菩
薩
摩
詞
薩
及
諸
比
丘
比
丘
尼
優
婆
塞
優
婆
夷
天
竜
夜
叉
乾
閣
婆
阿

修
羅
迦
楼
羅
緊
那
羅
摩
喉
羅
伽
人
非
人
等

一
切
衆
前
、
現
大
神
力
。
出

広
長
舌
上
至
梵
世

一
切
毛
孔
放
於
無
量
無
数
色
光
皆
悉
遍
照
十
方
世

界
。
衆
宝
樹
下
師
子
座
上
諸
仏
亦
復
如
是
、
出
広
長
舌
放
無
量
光
。
釈

迦
牟
尼
仏
及
宝
樹
下
諸
仏
、
現
神
力
時
満
百
干
歳
。

さ
て
、
現
行
梵
本
に
あ
る
文
殊
を
上
首
と
す
る
菩
薩
の
弘
経
の
誓
い

は
両
漢
訳
に
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
話
の
展
開
か
ら
見
て
こ
れ
を
後
代

の
附
加
増
補
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
全
く
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て

(6
)

智
顕
が

「
法
華
文
句
」
で

「
但
見
下
方
発
誓
、
不
見
文
殊
等
発
誓
何
也
」

と
い
う
問
を
提
起
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
智
顕
自
ら
が

「
妙
法
華
」

の
み
の
文
脈
か
ら
も
こ
こ
に
文
殊
等
の
発
誓
が
あ

つ
て
し
か
る
べ
き
で

あ
り
乍
ら
そ
れ
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
感
を
懐

い
た
こ
と
を
示
す
も
の

に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
に
こ
の
文
殊
等
の
発
誓
は
こ
こ
に
あ
つ
て

当
然

で
、
逆
に
こ
れ
を
欠
く
こ
と
は
、
法
華
経
全
体
の
流
れ
の
上
に
不

自
然
な
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
文
中

の

「
見
え
ざ
る
身
で
も

つ
て
、
空
中
に
住
し
て
、
(経
の
)
声
を
聞
か
せ
よ
う
」
と
い
う
の
は
、

そ
の
弘
経
の
時
期
が
未
来

「
仏
滅
後
」
で
あ
り
、

そ
の
時
に
は
文
殊
等

は
死
し
て
こ
の
地
上
か
ら
は
姿
を
消
し
て
い
る
故

に

「
見
え
ざ
る
身
で

も
つ
て
」
と
い
い
、
そ

の
仏
滅
後
と
い
う
時
期
の
こ
の
地
上
の
弘
経
者

は
、
現
在
地
下
に
あ

つ
て
待
機
せ
る
地
涌
の
菩
薩
で
あ
る
故
に
、

文
殊

等

は
自
か
ら

「空
中
に
住
し
て
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
死

後
空
中
に
住
す
と
い
う
観
念
は
他
の
章
に
も
あ

つ
て
、
そ
れ
と
相
通
ず

る
。
即
ち

「授
記
品
」
の
ス
ブ
ー
テ
ィ
の
授
記

の
所

で
、
そ
の
未
来
仏

の
寿
命
の
量
を
述
べ
た
後
、
さ
ら
に
そ
の
仏
の
滅
後

に

つ
い
て
、
「彼

(
7
)

は
空
中
に
住
し
て
常
に
教
法
を
説
示
す
る
」
と
あ
り
、
又
、
常
不
軽
菩

薩
品
に
、
不
軽
菩
薩
が
臨
終
に
際
し
て
先
仏
の
説
い
た
法
華
経
を
空
中

(8
)

か
ら
の
声
に
よ
つ
て
聞
い
た
と
あ
る
。
こ
の
後
、

現
行
梵
本

で
、
釈
迦

仏
が
こ
の
文
殊
等
の
発
誓
に
は
答
え
ず
、
地
涌

の
菩
薩
に
の
み
答
え
て

「
汝
ら
は
そ
う
す
べ
ぎ
だ
」
と
弘
経
の
認
可
を
与
え
て
い
る
の
は
、
法

華
経
の
意
図
す
る
所
が
、
仏
滅
後
未
来
時
の
こ
の
地
上
で
の
弘
経
に
あ

り
、
文
殊
等

の
現
在
地
上
に
あ
る
も
の
は
、
そ
の
未
来
時
に
は
地
上
に
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留
ま
り
え
な
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
地
涌
菩
薩
に
対
す
る
弘
経

の
認
可

(
付
属
)
も
又
、
本
来
か
ら
の
法
華
経
の
文
で
あ

つ
て
、
後

代

の
増
補
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

「妙
法
華
」
「
正
法
華
」
は
こ
れ
を
欠
い
て
い
る
た
め
地
涌
菩

薩
に

対
す
る
法
華
経
の
付
属
が
全
く
な
く
、
全
体
と
し
て

一
貫
性
を
欠
い
た

も
の
と
な

つ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
地
涌
菩
薩
出
現
の
意
図
は
、
彼
ら

に
対
し
て
仏
滅
後
の
法
華
経
受
持
を
付
属
す
る
に
あ

つ
た
か
ら

で
あ

る
。
所
で
、
漢
訳
に
あ

つ
て
は
こ
の
所
に
相
当
す
る
も
の
が
全
く
な
い

か
の
よ
う

で
あ
る
が
、
「
正
法
華
」
の

「於
時
薄
首
…
…
人

非
人
等
」

の
句
を
見

る
に
、
こ
の
句
は
次
下
の
語
句
に
接
続
せ
ず
、
述
部
を
欠
い

て
全
く
文

の
態
を
な
し
て
い
な
い
。
こ
れ
を

「妙
法
華
」
の

「
爾
時
世

尊
於
文
殊
…
…
人

非
人
等

一
切
衆
前
」
と
対
照
す
る
と
、
正
法
華
の
誤

訳
と
思
わ
れ
よ
う
が
、
現
行
梵
本
と
対
照
す
る
と
文
殊
等
が
誓
を
述
べ

る
文
章
の
冒
頭
と
全
く

一
致
す
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
再
度

「
妙
法
華
」
を
検
討
す
る
に
、
文
章
と
し
て
は
全
く

問
題
は
な
く
て
も
、
大
神
力
を
現
ず
る
時
、
そ
の
直
前
に
地
涌
の
菩
薩

の
発
誓
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
な
ぜ
彼
ら
を
さ
し
お
い
て

「
文
殊
等
の

旧
住
の
菩
薩
、
…
…
人

非
人
等
の
前
で
」
と
い
う
限
定
を
な
し
て
い
る

の
か
、
こ

の
点
の
理
解
が
全
く
困
難
で
あ
る
。
こ
の
所
に
つ
い
て
智
顎

は

「
文
句
」
で

「
旧
住
…
…
菩

薩
」
の
語
を

「
文
殊
等
」
と
切
り
離

(
9
)

し
、
こ
れ
は

「
下
方
本
化
の
地
涌
の
菩
薩
」
を
指
す
と
し
て
い
る
。
こ

れ
は
」
「
妙
法
華
」
に
お
い
て
も
非
常
に
無
理
な
解
釈

で
、
現
行
梵
本
か

ら
は
明
ら
か
に
誤

つ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で

し
て
こ
こ
に
地
涌
の
菩
薩
を
読
み
込
も
う
と
し
た

の
は
、
智
顕
も
又
、

上
述
の
如
き
疑
問
を
懐
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
な
ら
ば

「正
法
華
」
の
文
が
む
し
ろ
原

本
に
忠
実
な
訳

で

あ
つ
て
、
そ
れ
は
現
行
梵
本
の
如
く
、

あ
と
に
弘
経
の
誓
い
が
続
い
た

の
で
あ
り
、
但
だ
何
ら
か
の
事
情

で
そ
の
部
分
を
欠
い
た
の
だ
と
云
え

る
。次

に
神
力
の
示
現
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
序
品
以
来
説
き

来

つ
た
こ
の
法
門

・
法
華
経
を

つ
い
に
地
涌
菩
薩

に
付
属
し
た
直
後

で

あ
り
、
と
り
わ
け
法
師
品
以
下
こ
の
神
力
品
に
至

る
法
華
経
後
半
は
、

こ
の
付
属
を
め
ぐ
つ
て
展
開
し
て
来
た

の
で
あ

つ
て
、
そ

の
意
味

か

ら
、
法
華
経
全
体
を
締
め
く
く
る
最
後

の
重
要
な
場
面
で
あ
る
。
そ
の

神
力
示
現
が
、
「妙
法
華
」
で
は
、
釈
迦
仏
が
舌

を
出
し
、
身
の

一
切

毛
孔
よ
り
無
数
の
色
光
を
放

つ
て
十
方
を
照
ら
し
、
宝
樹
下
の
分
身
諸

仏
も
こ
れ
に
倣
つ
た
と
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
場
の
神
力
示
現
が

「妙
法
華
」
の
示
す
た
つ
た
こ
れ
だ
け
の
も
の
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
は

あ
ま
り
に
も
貧
弱
に
過
ぎ
る
。
こ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く
壮
大
な
場
面
を

創
作
し
て
来
た
法
華
経
作
者
が
、
最
後
に
来
た
つ
て
俄
か
に
そ
の
才
能

を
枯
渇
さ
せ
て
し
ま
つ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
中
国
に
お
け
る
諸
注

釈
家
も
又
こ
の
点
同
様

の
感
を
懐
い
た
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
法
雲

の

「義
記
」
は
八
種
の
神
力
、
吉
蔵

「
義
疏
」
は
五
種
、
智
顎

「文
句
」

は
十
種
と
、
長
広
舌
と
放
光
の
他
に
、
馨
歎
、
弾
指
、
地
動
等
を
挙
げ

法
華
経
如
来
神

力
品

の
神
力

に
つ
い
て

(
苅

谷
)
 

一
〇
三
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法
華
経
如
来
神
力
品
の
神
力
に

つ
い
て

(
苅

谷
)
 

一
〇
四

て
神
力
示
現
の
中
に
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
所
謂
神
力
示
現
が
長
広

舌
と
放
光

だ
け
で
あ
る
こ
と
は
、
現
行
梵
本
に
お

い
て
は
勿
論

の
こ

と
、
「妙
法
華
」
に
お
い
て
も
、
こ
の
二
つ
の
み
を
述

べ
て

「現
神
力

時
満
百
千
歳
」
と
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
つ
て
、
馨
歎
等
は
こ

の
神
力
を
撤
収
し
た
際
の
付
随
物
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
、

そ
れ
ら
を
も
神
力
に
数
え
あ
げ
る
の
は
そ
れ
に
よ
つ
て
妙
法

華
に
説
く
長
広
舌
と
放
光
だ
け
の
神
力
の
貧
弱
さ
を
少
し
で
も
補
な
お

う
と
す
る
意
図

で
あ
ろ
う
。
尚

「
妙
法
華
」
で
は
光
線
は

一
切
毛
孔
よ

り
出
た
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
こ
の
た
め
吉
蔵
は

「
義
疏
」
で

「
何

(1
0
)

故
摂
於
舌
相
而
不
収
光
」
と
い
う
問
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
も

「
妙
法

華
」
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
云
え
る
。

仏
が
無

量
の
光
を
放
ち
、
そ
の
光
線
の

一
つ
一
つ
か
ら
何
か
あ
る
も

の
が
出
現
す
る
と
い
う
内
容
の
神
力
示
現
は
、
般
若
経
や
無
量
寿
経
そ

の
他
大
乗
経
典
に
数
多
く
あ
る
が
、
そ
れ
ら
と
比
較
す
る
と
き
、
注
目

さ
れ
る
こ
と
は
、
法
華
経
に
あ
つ
て
は
光
線

よ
り
出
現

し
た
も

の
が

「菩
薩
」

で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
体
、
法
華
経

は
、
そ

の
前
半

で

二

切
衆
生
が

一
仏
乗
の
菩
薩
な
る
こ
と
」
を
明
か
し
、
法
師
品
以
下

の
後
半
は
、
そ
の
菩
薩
行
の
第

一
と
し
て

「
仏
滅
後
の
法
華
経
受
持
」

と
い
う
こ
と
を
説
く
も
の
で
、
そ
れ
は
、
「
仏
滅
後
に
お
け
る
菩
薩
に

よ
る
菩
薩
に
対
す
る
教
化
」
と
要
約
し
う
る
。
法
華
経
が
自
か
ら
経
の

旗
印
と
し
て
高
く
掲
げ
る

「教

菩
薩
法
」
(hod
hisattva
-av
avada)
も

ま
さ
に
こ
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
光
線

の
中
か
ら
無
数
の
菩
薩
が

出
現
し
、
十
方
に
拡
が
つ
て
教
法
を
説
く
と
い
う
光
景
は
、
そ
の
ス
ケ

ー
ル
の
壮
大
さ
に
よ
る
単
な
る
神
力
の
誇
示
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
に

お
い
て
ま
さ
に
法
華
経
の
根
本
理
念
を
見
事
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
つ

て
、
説
き
来
た
つ
た
法
華
経
を
終
る
に
際
し
て
の
神
力
示
現
と
し
て
実

に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
の
よ
う
な
現
行
梵
本
の
神
力
示
現
が
、
後
代

の
増

補
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
は
全
く
考
え
ら
れ
な

い
。
む
し
ろ
逆
に
、

「妙
法
華
」
の
方
に
後
代
の
何
か
意
図
的
な
改
変

が
あ
る
と
思

わ
れ

る
。イ

ン
ド
の
法
華
経
注
釈
、
世
親
造

「法
華
論
」
を
目
る
に
、

こ
の
章

に
関
し
て
は

「
修
行
力
者
五
門
示
現
、

一
者
説
力
…
…
説

力
者
有
三
法

門
神
力
品
示
現
。

一
者
出
広
長
舌
令
憶
念
故
。

二
者
謂
馨
歎
声
説
偶
令

聞
故
、
令
聞
声
己
如
実
修
行
不
放
逸
故
。

三
者
弾
指
覚
悟
衆
生
令
修
行

(
1
1
)

者
得
覚
悟
故
」
と
あ
る
の
み
で
、
長
広
舌
と
馨
歎

と
弾
指
と
を
挙
げ
て

放
光
は
な
く
、
他
処
に
お
い
て
も
神
力
品
の
放
光

に
つ
い
て
言
及
す
る

所
は
全
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
法
華
論
が
こ
ご
で
神
力
を
列
挙
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
仏
の

「
説
力
」
即
ち

「仏
説
法
の
力
用
」
を
述

べ
る
も
の
と
し
て
こ
の
章
を
把
え
、
そ
の
立
場
か
ら
説
法
に
関
係
す
る

も
の
だ
け
を
挙
げ
た
の
で
あ
つ
て
、
放
光
に
関
し
て
そ
の
原
本
が
現
行

梵
本
と
相
違
し
て
い
た
と
は
勿
論
考
え
ら
れ
な
い
。

次
に

「
正
法
華
」
を
見
る
に
、
「為
神
足
変
化
」
「
現
瑞
応
」
と
は
あ

る
が
そ
の
神
足
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に

つ
い
て
は
全
く
言
う

所
が
な
い
。
そ
の
代
り
か

「
得
柔
順
法
忍
」
「令
書
写
正
法
華
経
」
と
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現
行
梵
本
や

「妙
法
華
」
に
な
い
語
句
が
あ
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
か

ら
直
ち
に
、
そ
の
原
本
が
現
行
梵
本
と
は
全
く
異
種
の
も
の
で
あ
つ
た

と
は
云
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
次
下
の

「
爾
時
能
仁
世
尊
…
…
」

以
下

章

の
終
り
ま
で
は
現
行
梵
本
と
殆
ん
ど

一
致
し
て
お
り
、

そ
の
間
、
相

違
が
処

々
に
あ
つ
て
も
そ
れ
は
訳
者
の
解
釈
に
依
る
も
の
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。

し
か
も
偶
に
お
い
て
、
「
其
舌
神
根
、

暢
音
梵
天
、
演
奮
光

(
1
2
)

明
、
億
百
千
核
」
と
あ
つ
て
、
こ
れ
は
現
行
梵
本
と

一
致
し
、
訳
者
竺

法
護
も
神
力

の
内
容
に
つ
い
て
は
あ
る
程
存
知
し

て
い
た

こ
と
に
な

る
。

そ
こ

で
さ
ら
に
、
こ
の
文
を
検
討
す
る
に
、
文
中
の

「
化
」
は
、

「教
化
」

の
意
と
も
と
れ
る
が
、
前
後
関
係
か
ら

「
化
作
、
化
現
」
の

セ
リ

ノ

ノ

意
と
す

べ
き
で
、
「
化
三
(
-
作
)
異
世
界
億
百
千
数
諸
菩
薩
等

各
各

セ
ル
ヲ

ノ

ノ

ニ

坐
二
干
諸
宝
樹
下
師
子
座
上
こ

と
読
ん

で
、
梵
本

の
"
b
ah
u
n
i
 b
o
-

d
h
i
sa
t
t
v
a
-
k
o
t
i
-n
a
y
u
t
a
-
s
a
t
a
-
S
a
h
a
s
r
a
n
i
 
n
i
s
c
e
r
u
h
…
…
p
a
d
m
a
-

(
1
3
)

g
h
a
r
b
e
 s
im

h
a
s
a
n
e
 n
isa
n
n
a
h
"

に

相

応

さ

せ

う

る
。

も

つ

と

も

(1
4
)

「
異
世
界
」
と

「
宝
樹
下
」
の
語
が
問
題
で
あ
る
。

一
方

で
は
、
"

te

(
=
ta
th
a
ga
ta
)
'
n
y
a
-lo
k
a
d
h
a
tu
-k
o
ti
-n
a
y
u
ta
-s
a
ta
-
s
a
h
a
sr
e
b
h
y
o
'

b
h
y
a
g
a
t
a
 r
a
tn
a
v
r
k
s
a
-m
u
le
s
u
 P
r
th
a
k
-
p
r
th
a
k
 
s
i
m
h
a
s
a
n
o
p
a
-

v
is
ta
"
に

相

応

す

る

も

の

と

見

る

こ

と

も

可

能

で

あ

り
、

こ

の

場

合

「
異

世

界

」

等

は

語

句

も

語

順

も

先

の

場

合

よ

り

よ

く

一
致

す

る

が
、

し

か

し
、

そ

れ

で

は

ど

う

し

て

こ

こ

に

「
菩

薩

」

の

語

が

出

て

来

る

の

セ
リ

か
全
く
説
明
出
来
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
文
を
二
つ
に
分
け
て
、
「
化
二異

ノ

ヲ

世
界
…
…
諸

菩
薩
等

こ

は
、
先
の
場

合

の
梵
文

の
前
半

に
、
「
各
各

セ
ル

ノ

ニ

坐
二
…
…
師
子
座
上
こ

は
、
後
の
場
合
の
梵
文
の
後
半
に
相
応
す
る
も

の
と
す
れ
ば
、
両
者
の
場
合
に
お
け
る
難
点
は
あ
る
程
度
補
い
う
る
。

と
も
か
く
、

こ
こ
に

「
菩
薩
」
の
語
が
あ
る
こ
と

に
注

目
す
る
時
、

「
正
法
華
」
の
原
本
も
神
力

の
内
容
と
し
て
菩
薩

の
出
現
を
述
べ
る
も

の
で
あ
つ
た
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
、
「正
法
華
」

が
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
断
片
的
な
語
を
列
べ
て
、
現
行
梵
本
と
全
く

異
種
の
様
相
を
示
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
法
護
所
依
の
梵
文

写
本
が
、

こ
の
個
処
で
破
損
も
し
く
は
汚
損
が
あ
り
、
判
読
出
来
る
語

だ
け
を
そ
の
ま
ま
訳
出
し
た
結
果

で
あ
る
と
想
像
す
る
よ
り
他
は
あ
る

ま
い
。
以
上
か
ら
、
現
行
梵
本
の
当
該
の
個
処
は
法
華
経
原
始
分
本
来

か
ら
の
文
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

1

P
・
G
両
本
共
真
田
有
美
先
生
よ
り
写
真
版
を
拝
借
し
た
。

2
 
K
N
 本
p
.
 
3
8
6
.
 
8
-

p
.
 
3
8
8
.
 
4
.
 

3

大
正
九
、

一
二
四
頁
上
。
4

大
正
新
脩
大
蔵
経
は

「受
」
と
す
る
も
宮
本
の
「及
」
を
と
る
。
5

大
正

九
、
五
一
、頁
下
。
6

大
正
三
四
、
一
四
一
頁
下
。
7
K
N

本
p
.
 
1
4
9
.
 
1

-
2
.
 
8
K
N

本

p
.
 
3
7
9
.
 
8
-
9
.
 

9

大
正
三
四
、
一
四
一
頁
下
。
10

大
正
三
四
、
六

一
八
中
。
11

大
正
二
六
、
一
〇
頁
上
-
中
。
12

大
正
九
、

一
二
四
頁
下
、
梵
本
第
二
偶
前
半
。
13
 
K
N
本

p
.
 
3
8
7
.
 
1
1
-
1
2
.
 

14

こ
の
語
に
関
す
る
土
田
本
注
2

(p
.
 
3
2
8
)
は

疑
問
。
15
K
N

本

p
.
 
3
8
8
,

3
-
4
.

法
華
経

如
来
神
力
品

の
神
力
に

つ
い
て

(
苅

谷
)
 

一
〇

五

-612-


