
法
華
経
は
文
化
の
複
雑
な
交
錯
を
思
わ
せ
る
多
様
な
内
容
を
含
み
、
社

会
に
対
し
て
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
続
け
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
中

に
あ
る
課
迦
を
論
じ
尽
す
と
い
う
こ
と
は
容
易
で
な
く
、
各
分
野
の
学
者

に
よ
る
綜
合
的
な
研
究
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
書
が
綜
合
研
究

「
法
華
経
の
伝
播
史
に
お
け
る
思
想
と
文
化
と
の
連
関
」
の
成
果
と
し
て

出
版
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
意
味
で
は
画
期
的
な
事
業
で
あ
り
、

今
後
の
研
究
の
あ
り
方
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
代
表
者
坂
本
幸
男
博
士
を
含
む
二
十
五
人
の
研
究
者
の
論
文
を

編
輯
し
た
も
の
で
、
第
一
篇
「
法
華
経
と
そ
の
背
景
史
的
文
化
の
交
渉
」

第
二
篇
「
法
華
経
典
の
伝
播
史
的
形
態
」
第
三
篇
「
法
華
教
学
の
思
想
史

的
連
関
」
の
三
篇
か
ら
成
り
、
各
篇
に
は
イ
ン
ド
・
中
国
・
日
本
の
順
に

該
当
す
る
論
文
が
配
置
さ
れ
て
、
法
華
経
の
成
立
か
ら
日
蓮
教
学
へ
の
法

華
経
文
化
の
発
生
と
帰
着
を
示
そ
う
と
試
み
て
い
る
。
従
っ
て
日
本
佛
教

史
上
で
は
天
台
宗
・
日
蓮
宗
に
関
連
し
た
も
の
の
み
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、

イ
ン
ド
・
中
国
の
佛
教
史
上
で
は
龍
樹
・
世
親
の
法
華
経
観
と
の
関
連
性

に
ま
で
論
究
す
る
に
到
れ
な
か
っ
た
の
は
〃
あ
と
が
き
″
に
も
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
こ
の
広
範
囲
の
研
究
課
題
の
中
で
の
研
究
成
果
の
一
部
な

坂
本
幸
男
編

「
法
華
経
の
思
想
、
と
文
化
」一

一
一

桐

慈

､ 俊 一

紐

の
で
あ
り
、
研
究
班
の
性
格
か
ら
い
っ
て
も
や
む
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

又
、
各
論
文
の
内
容
は
、
一
つ
の
問
題
点
を
把
え
て
深
く
追
究
し
た
も
の

と
、
該
博
な
知
識
を
駆
使
し
て
大
き
な
問
題
を
概
説
し
た
も
の
の
二
つ
の

性
格
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
殊
に
前
者
の
内
に
は
法
華
経
研
究
の
新

し
い
分
野
を
開
こ
う
と
す
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
各
篇
内
で
の
諸

論
文
は
相
互
に
密
接
な
結
び
つ
き
を
も
つ
よ
う
に
は
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、

従
っ
て
統
一
し
た
結
論
も
期
待
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
全
く
総
華
的
で
あ

り
、
一
冊
の
ま
と
ま
っ
た
書
物
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
論
文
集
と
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
書
を
利
用
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
法

華
経
に
関
す
る
種
々
の
問
題
が
提
示
さ
れ
る
し
、
内
容
が
多
彩
で
あ
る
こ

と
は
、
多
く
の
分
野
の
人
々
に
啓
蒙
す
る
所
が
大
き
い
と
い
う
利
点
も
あ

る
。
そ
こ
で
今
は
利
用
す
る
者
の
一
人
と
し
て
の
立
場
か
ら
順
次
を
か
え

て
各
論
文
の
内
容
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

法
華
経
成
立
に
関
す
る
一
池
の
も
の
Ｉ
水
害
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
る

「
法
華
経
成
立
の
背
景
」
と
い
う
標
題
の
内
に
は
三
つ
の
論
文
が
含
ま
れ

て
い
る
が
、
中
で
も
「
イ
ン
ド
社
会
と
法
華
経
の
交
渉
」
言
．
臼
ｌ
霊
）

は
、
持
法
弘
教
は
菩
薩
行
で
あ
る
と
強
調
す
る
法
師
品
に
お
い
て
、
そ
こ

に
用
い
ら
れ
て
い
る
法
師
（
§
肖
冒
四
ｉ
ｇ
目
鳥
四
）
の
語
に
綜
眼
し
、
そ

の
語
が
梵
本
、
巴
利
の
原
始
経
典
や
イ
ン
ス
ク
リ
プ
シ
ョ
ン
で
は
教
団
社

会
の
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
の
上
で
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
調
査
し
て
、

旦
冒
曽
園
‐
目
騨
国
々
‐
ｇ
習
四
菌
、
‐
屏
鼻
巨
富
と
そ
の
意
義
が
高
揚
さ
れ
て

い
く
跡
を
た
ど
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
方
法
は
新
た
な
法
華
経
解

明
の
糸
口
を
把
む
も
の
で
あ
る
。
他
の
二
論
文
の
中
、
「
イ
ン
ド
文
化
と

法
華
経
の
交
渉
」
今
函
１
９
）
は
、
佛
陀
の
超
越
化
と
ギ
ー
タ
ー
等
の
イ

74



ン
ド
思
想
と
の
連
関
を
研
究
し
た
西
欧
学
者
の
論
文
を
引
用
し
な
が
ら
、

〃
法
華
経
の
創
見
を
認
む
↓
へ
き
″
も
の
と
の
執
筆
者
の
意
見
が
結
論
さ
れ

て
お
り
、
「
部
派
佛
教
と
法
華
経
の
交
渉
」
令
．
雪
ｌ
震
）
は
、
異
部
宗

輪
論
等
を
資
料
と
す
る
従
来
の
伝
統
的
な
大
乗
佛
教
成
立
史
を
紹
介
し
つ

つ
も
、
法
華
経
に
使
用
さ
れ
て
い
る
用
語
と
般
若
経
等
の
他
の
経
典
と
の

比
較
か
ら
、
法
華
経
の
開
会
思
想
が
有
部
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
阿
含
に
説
か
れ
る
原
始
佛
教
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
述
§
へ
る
。

佛
陀
観
の
展
開
は
求
道
に
お
け
る
教
法
の
尊
厳
視
の
上
に
起
る
も
の
で
あ

る
こ
と
、
法
華
経
が
般
若
系
の
経
典
と
異
質
の
要
素
を
も
っ
て
い
る
こ
と

は
、
こ
の
二
論
文
の
結
論
に
お
い
て
首
肯
せ
ら
れ
る
。
次
の
「
中
国
文
化

と
法
華
讃
仰
史
の
連
関
」
令
．
ミ
ー
］
鵲
）
は
、
敦
埋
の
壁
画
や
文
書
の
中

で
経
典
の
民
間
流
布
に
よ
っ
て
成
立
し
た
変
相
等
の
中
に
法
華
経
に
関
す

る
も
の
が
非
常
に
多
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
壁
画
の
中
の
法
華

経
変
相
の
一
つ
に
現
行
の
法
華
経
と
調
巻
を
異
に
し
て
い
る
も
の
が
あ
る

こ
と
に
注
意
し
て
、
法
華
経
調
巻
の
多
様
性
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
は

こ
の
経
が
細
纂
さ
れ
て
い
く
過
程
が
一
時
的
で
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
な
ほ
こ
の
論
文
に
関
連
し
て
読
ん
で
お
き
た
い
の
は
「
法

華
経
の
写
経
と
版
経
に
つ
い
て
」
言
い
閉
ｌ
雪
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

日
本
で
の
写
経
と
版
経
に
法
華
経
が
多
く
み
ら
れ
、
そ
の
写
経
の
間
に
異

同
が
あ
っ
て
、
原
本
と
し
て
は
敦
埠
本
と
共
通
す
る
も
の
も
あ
る
こ
と
に

注
意
し
、
そ
し
て
法
華
経
写
経
の
目
的
を
七
項
目
に
分
け
て
説
明
し
、
そ

の
中
で
も
来
世
付
嘱
に
属
す
る
如
法
経
を
時
代
と
地
域
に
従
っ
て
考
察
し

て
い
る
。
第
二
篇
の
中
で
法
華
経
成
立
に
関
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に

は
「
イ
ン
ド
佛
教
に
お
け
る
授
記
思
想
の
展
開
」
言
．
画
乞
ｌ
麗
巴
が
あ

る
。
授
記
は
迩
門
の
二
乗
成
佛
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
法
華

経
の
万
善
成
佛
や
龍
女
成
佛
に
係
っ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
｝
」
で
は
原

始
経
典
に
使
わ
れ
て
い
る
意
味
を
原
語
的
に
解
明
し
て
、
「
予
言
‐
｜
と
釈
尊

の
「
人
格
的
記
説
」
・
「
法
に
よ
る
記
説
」
の
中
で
人
格
的
記
説
が
大
乗
経

典
に
展
開
し
て
法
華
経
の
成
佛
授
記
と
な
り
、
佛
性
如
来
蔵
の
思
想
が
現

わ
れ
る
以
前
に
、
そ
れ
に
代
る
役
割
を
果
し
た
と
結
論
し
て
い
る
。
第
三

篇
の
「
イ
ン
ド
佛
教
と
法
華
思
想
と
の
連
関
」
ｅ
Ｌ
雪
ｌ
念
じ
は
法
華

経
思
想
は
開
会
を
本
質
と
は
し
て
い
る
が
、
一
乗
の
意
義
を
論
究
す
る
時

〃
佛
陀
の
一
な
る
人
格
″
と
し
て
、
浬
巣
経
の
法
身
常
住
説
に
資
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
過
去
佛
の
釈
尊
授
記
や
、
二
佛
並
坐
や
、

湧
出
菩
陛
が
未
来
佛
と
し
て
示
さ
れ
る
説
話
な
ど
が
、
釈
尊
を
一
点
と
し

て
過
去
未
来
に
一
線
上
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
以
て
、
久

遠
実
成
か
ら
法
身
常
住
を
予
想
す
る
。
こ
の
過
去
佛
信
仰
の
統
一
と
釈
尊

へ
の
州
一
等
の
軒
眼
点
は
、
次
前
の
授
記
思
想
の
解
明
等
と
共
に
着
実
な

法
華
経
解
明
の
一
端
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

中
国
天
台
教
学
に
関
す
る
一
連
の
も
の
ｌ
第
二
篇
の
「
湛
然
の
法
華

経
研
究
書
の
考
察
」
令
・
巴
］
ｌ
閨
ら
は
玄
義
釈
磯
と
文
句
記
の
中
に
止
観

岫
行
の
句
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
若
眼
し
て
照
合
し
、
湛
然
の

伝
記
と
従
来
の
研
究
に
考
慮
し
つ
つ
言
及
し
た
三
注
疏
の
成
立
年
代
考
で

あ
る
。
天
台
三
大
部
を
読
む
手
引
と
し
て
湛
然
の
注
疏
は
必
須
の
も
の
と

な
っ
て
い
る
が
、
摩
訶
止
観
が
中
心
と
な
っ
た
注
疏
で
あ
る
こ
と
と
、
法
華

文
句
記
が
最
後
の
作
品
で
あ
り
最
も
円
熟
し
た
疏
で
あ
る
と
い
う
結
論
は

利
用
す
る
者
に
と
っ
て
注
意
を
喚
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
吉
蔵
の
法
華
経

解
釈
」
寺
西
認
ｌ
筐
ｅ
に
は
、
三
論
の
嘉
祥
寺
吉
蔵
の
法
華
経
解
釈
が
、

毎 戸
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梁
の
光
宅
寺
法
雲
の
法
華
義
記
を
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
と
し
て
、
そ
の
法
雲
批
判
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
従
来
か
ら

注
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
我
煮
が
吉
蔵
の
法
華
観
を
眺
め
る

上
に
、
法
雲
自
身
の
法
華
解
釈
の
立
場
と
吉
蔵
の
法
雲
批
判
の
基
礎
と
な

る
思
想
を
注
意
し
て
の
ぞ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
こ
に
は
吉
蔵
独
自
の

二
諦
説
が
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
時
の
手
引
き
と
し
て
便
利
で
あ
る
。

第
三
篇
の
「
法
華
経
の
宗
教
哲
学
的
立
場
」
ｅ
Ｌ
ｇ
ｌ
信
ｅ
は
、
天
台

の
五
時
教
判
を
中
心
と
す
る
教
判
諭
が
歴
史
的
事
実
の
誤
解
と
し
て
棄
て

さ
ら
れ
た
り
、
ド
グ
マ
と
し
て
軽
ん
ぜ
ら
れ
た
り
す
る
現
今
に
、
生
か
さ

れ
る
、
へ
く
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
先
ず
佛
教
史
と

い
う
も
の
の
有
り
方
を
検
討
し
て
思
想
史
的
な
特
殊
性
の
中
に
位
置
づ
け
、

〃
教
え
る
者
と
教
わ
る
者
と
の
間
の
伝
達
の
段
ど
り
″
と
説
明
し
、
佛
祖

か
ら
の
伝
承
を
主
体
的
に
確
信
し
た
宗
祖
の
己
証
に
よ
っ
て
教
判
は
組
織

づ
け
ら
れ
た
も
の
と
試
論
し
て
い
る
。
「
佛
教
学
よ
り
見
た
る
法
華
経
」
念
．

笥
司
ｌ
ｇ
ｍ
）
は
開
会
思
想
の
分
別
説
三
と
顕
一
真
実
の
二
面
を
、
著
者
の

佛
教
史
観
で
あ
る
分
別
説
と
中
道
説
の
関
わ
り
と
し
て
理
解
し
、
原
始
佛

教
か
ら
法
華
教
学
成
立
ま
で
の
佛
教
学
の
流
れ
に
於
て
論
究
す
る
。
本
論

ア
ビ
ダ
ル
マ

文
の
分
別
説
を
対
法
研
究
と
実
践
菩
薩
心
に
、
中
道
説
を
分
別
説
に
対
す

る
主
体
性
に
配
当
し
、
有
・
無
・
空
の
三
分
別
が
転
入
（
留
日
ぐ
自
国
巳

し
て
〃
佛
教
真
実
へ
果
遂
″
す
る
と
い
う
熱
意
あ
る
骨
子
は
、
次
前
の
教

判
諭
と
共
に
初
学
者
に
一
読
を
勧
め
た
い
。
「
什
訳
法
華
経
の
社
会
学
的

研
究
」
ｅ
』
弓
ｌ
畠
ｅ
は
法
華
経
が
他
の
経
典
と
異
っ
て
〃
人
間
を
肯

定
す
る
だ
け
で
な
く
、
世
俗
的
な
人
間
生
活
そ
の
も
の
を
も
、
一
定
の
条

件
の
も
と
に
お
い
て
肯
定
し
て
い
る
〃
と
著
者
の
佛
教
社
会
学
と
い
う
意

図
的
な
立
場
か
ら
法
華
経
の
内
に
浮
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
人
間
性
を
示
そ

う
と
す
る
。
先
ず
経
典
の
内
に
扱
わ
れ
て
い
る
凡
夫
・
声
聞
・
縁
覚
の
否
定

さ
れ
る
。
へ
き
姿
を
類
型
化
し
、
法
華
経
の
意
図
す
る
人
間
像
が
従
地
湧
出

品
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
娑
婆
世
界
の
菩
薩
で
あ
り
、
地
か
ら
湧
出
す
る
よ

う
な
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
佛
道
を
実
践
す
る
人
間
の
姿
を
そ

こ
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
「
中
国
哲
学
と
法
華
思
想
と
の
連
関
」
令
卜
困

ｌ
浅
巴
は
中
国
思
想
の
内
で
佛
教
を
受
容
し
た
の
は
老
荘
の
思
想
で
あ
る

こ
と
を
、
道
家
の
砂
と
佛
教
の
妙
と
の
関
連
に
お
い
て
、
ま
た
俳
教
の
法

華
経
と
そ
の
疑
似
経
で
あ
る
道
教
の
霊
宝
経
と
の
関
連
に
お
い
て
述
、
へ
る
。

そ
し
て
佛
教
受
容
を
拒
否
し
た
儒
家
が
法
華
経
の
中
に
み
ら
れ
る
数
量
の

膨
大
さ
を
取
り
あ
げ
て
非
難
し
て
い
る
点
を
把
え
て
課
題
と
し
て
い
る
。

「
中
国
佛
教
と
法
華
思
想
の
連
関
」
言
卜
巴
１
段
巴
は
中
国
に
お
け
る

法
華
経
讃
仰
者
の
名
が
四
朝
の
高
僧
伝
か
ら
抜
き
出
さ
れ
て
そ
の
事
蹟
が

列
挙
さ
れ
て
い
る
の
で
参
考
と
す
る
の
に
便
利
で
あ
ろ
う
。
次
に
法
華
教

学
の
中
心
課
題
と
な
っ
て
き
た
開
会
思
想
と
権
実
二
智
諭
を
、
現
存
す
る

法
華
経
疏
を
資
料
と
し
つ
つ
道
生
か
ら
法
蔵
ま
で
に
亘
っ
て
概
説
し
て
い

る
。
次
の
「
中
国
天
台
と
法
華
思
想
の
連
関
」
念
ふ
ち
１
忽
＄
で
は
転

業
思
想
と
普
門
品
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
る
。
中
国
佛
教
の
中
で
育
く
ま
れ

た
頓
悟
説
は
、
そ
の
発
生
を
道
生
の
法
華
経
理
解
に
み
る
こ
と
が
で
き
、

佛
教
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
が
、
頓
悟
と
は
現
在
に
お
け
る
成
佛

の
確
信
を
得
る
こ
と
で
、
従
っ
て
業
・
輪
廻
か
ら
の
超
脱
で
あ
る
。
本
論

で
は
そ
の
超
脱
の
媒
介
と
な
る
も
の
に
称
念
が
あ
り
、
〃
業
並
に
業
道
を

肯
定
し
つ
つ
尚
業
の
束
縛
よ
り
超
脱
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
〃
と
こ
ろ
に

法
華
経
成
立
の
特
異
性
が
あ
る
と
し
、
転
業
の
役
割
を
持
つ
称
念
と
即
得

片〆
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解
脱
の
文
と
の
関
係
を
、
普
門
品
の
念
彼
観
音
力
の
文
の
上
で
考
察
す
る
。

日
本
佛
教
に
関
す
る
一
連
の
も
の
ｌ
｜
‐
古
代
社
会
に
お
け
る
法
華
教

団
の
展
開
」
含
皀
ｇ
ｌ
屋
ｅ
は
、
伝
教
大
師
最
澄
と
そ
の
門
下
が
、
新

学
派
天
台
宗
を
日
本
に
根
を
張
ら
せ
よ
う
と
し
た
努
力
を
、
年
分
度
者
・

僧
綱
・
講
読
師
等
の
身
分
獲
得
と
、
そ
の
員
数
拡
張
の
状
態
等
に
視
点
を

お
き
、
天
台
宗
の
教
線
の
あ
り
方
を
分
析
し
て
お
り
、
天
台
宗
教
団
の
歩

ん
だ
道
す
じ
を
眺
め
る
一
つ
の
大
切
な
資
料
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
れ
は
「
伝
教
大
師
と
法
華
思
想
の
連
関
」
念
切
＄
１
９
ｓ
と
対
照
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
見
る
に
最
澄
の
天
台
開
宗
の
目
的
は
、

天
台
円
教
に
よ
る
三
学
興
隆
と
菩
薩
行
に
よ
る
人
間
の
理
想
像
の
確
立
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
然
し
そ
れ
が
平
安
遷
都
に
伴
う
国
家
鎮
護
の

役
割
を
担
う
よ
う
に
な
る
と
、
戒
壇
の
建
設
に
よ
る
国
師
と
し
て
の
僧
侶

の
養
成
が
急
務
と
な
っ
て
き
て
、
最
澄
の
教
学
が
戒
に
定
慧
を
具
し
た
戒

中
心
の
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
要
素
を
持
っ
て
く
る
。
こ
の
人
間
の

国
家
的
理
想
像
を
作
り
あ
げ
る
た
め
の
菩
薩
円
頓
戒
と
法
華
経
の
関
連
性

を
述
尋
へ
、
正
依
法
華
傍
依
梵
網
と
な
る
あ
り
方
の
必
然
性
を
示
し
て
い
る
。

「
中
古
天
台
と
法
華
思
想
の
連
関
‐
一
ｓ
出
語
ｌ
忠
巴
で
は
日
本
天
台
が

定
着
し
て
後
の
動
向
を
、
観
心
主
義
思
想
の
発
展
の
上
に
時
代
区
分
し
、

宗
内
分
派
と
相
互
の
教
学
論
争
を
思
想
面
か
ら
取
り
あ
げ
、
天
台
浄
土
教

の
思
想
的
な
位
置
づ
け
を
論
究
し
よ
う
と
す
る
。

日
蓮
宗
に
関
す
る
一
連
の
も
の
ｌ
「
中
世
近
世
及
び
現
代
社
会
と
法

華
教
団
と
の
交
渉
‐
一
念
］
ミ
ー
ｇ
巴
法
華
宗
と
呼
ぶ
日
蓮
開
宗
の
教
団

も
、
日
蓮
在
世
中
は
そ
の
足
跡
の
範
囲
で
の
信
者
の
集
団
で
あ
っ
た
の
が
、

日
蓮
滅
後
宮
廷
武
家
等
の
政
権
界
と
の
結
び
つ
き
や
他
の
社
会
と
の
結
び

つ
き
で
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
い
づ
れ
も
立
正
安
国
の
諫
暁
と
祈

臓
、
法
敵
斥
伏
の
勢
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
日
蓮
の
法
華
教
団
史

を
社
会
交
渉
史
の
時
点
か
ら
概
説
し
て
お
り
、
そ
の
豊
富
な
資
料
は
利
用

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
日
本
に
お
け
る
法
華
信
仰
と
殉
教
史
」
念
も
ｇ

ｌ
圏
ら
不
受
不
施
派
の
地
下
組
織
は
、
隠
れ
念
佛
と
共
に
政
治
弾
圧
に
よ

っ
て
強
固
と
な
り
、
民
衆
に
根
深
く
結
び
つ
い
て
て
き
た
も
の
で
、
未
だ

全
貌
を
明
か
に
し
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
一
派
は
安
土
宗
諭
で
信
長
に

流
罪
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
奥
の
流
れ
を
汲
む
、
日
蓮
の
純
粋
潔
白
さ
を
受
け

つ
い
だ
人
々
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
先
づ
そ
の
弾
圧
の

経
路
と
し
て
の
法
華
教
団
の
宗
内
の
論
争
と
こ
の
一
派
の
教
法
護
持
の
努

力
を
述
べ
、
次
に
殉
教
し
た
流
罪
僧
の
心
情
を
浮
彫
し
て
い
る
。
前
章
に

続
く
教
団
史
の
一
断
面
で
あ
る
と
共
に
、
法
華
経
が
具
有
し
て
い
る
一
性

格
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
「
日
蓮
聖
人
と
法
華
思
想
と
の
連
関
」
念
．

ｇ
い
Ｉ
畠
巴
日
蓮
宗
の
摂
受
折
伏
論
は
、
宗
学
に
と
っ
て
重
要
な
課
題
で

あ
る
。
こ
の
摂
受
と
折
伏
の
関
係
は
三
論
宗
の
破
邪
と
顕
正
に
比
す
る
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
実
践
体
系
と
し
て
表
面
に
打
出
し
た
所
に
日
蓮

宗
の
特
質
が
あ
る
。
本
論
で
は
そ
の
教
学
の
裏
付
け
と
し
て
、
勝
鬘
経
の

摂
受
正
法
の
顕
揚
と
そ
の
裏
面
の
折
伏
の
文
や
、
智
顕
の
法
華
玄
義
の
文

等
の
あ
り
方
を
眺
め
て
、
法
華
経
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
摂
受
・
折
伏
思
想

を
見
出
そ
う
と
試
み
て
い
る
。
「
日
本
近
世
に
お
け
る
法
華
思
想
の
展
開
」

令
＆
＄
１
＄
ｅ
こ
れ
は
先
の
第
二
篇
に
収
め
ら
れ
て
い
る
教
団
史
に
対

し
て
、
近
世
に
限
っ
て
教
学
史
的
に
眺
め
た
も
の
で
あ
る
。
日
蓮
宗
は
教

団
の
形
成
と
共
に
檀
林
が
も
た
れ
、
そ
こ
を
中
心
と
し
て
活
動
し
て
き
た
一

従
っ
て
そ
の
檀
林
の
学
風
に
よ
っ
て
日
奥
の
よ
う
な
純
粋
潔
白
な
風
格
が

77



作
ら
れ
た
り
、
逆
に
温
厚
な
教
学
偏
重
派
が
現
わ
れ
た
り
す
る
。

こ
こ
で 

は
近
世
学
派
の
系
譜
が
述
べ
ら
れ
る
。

書
志
に
関
す
る
一
連
の
も
の!

!

「
日
蓮
宗
に
お
け
る
法
華
経
研
究
に 

つ
い
て
」(P  651〜

704)  
が
あ
る
。

こ

こ

に

は

「
日
蓮
宗
に
お
け
る
法 

華
経
関
係
文
献
目
録
」
が
附
記
さ
れ
、
日
蓮
宗
の
法
華
経
関
係
の
書
物
と
、
 

そ
の
性
格
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な

お
こ
れ
に
関
連
し
て
第
二
篇
に
は
「
法
華
経
伝
訳
と
そ
の
形
態
」(

9

 2
2
7

 

〜2
48

)

が
あ
り
法
華
経
が
世
界
の
各
国
に
流
布
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ 

て
く
れ
る
し
、
第

一

篇

の

「
イ
ン
ド
文
化
と
法
華
経
の
交
渉
」
も
西
欧
学 

者
の
法
華
経
研
究
の
論
文
が
註
記
さ
れ
て
い
て
啓
発
さ
れ
る
所
大
き
い
。
 

(

昭
和
四
十
年
三
月
京
都
平
楽
寺
書
店A 5
、
四0
8

円)
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