
3 │ 「聖なる空間」の象徴としての「蓮華」あるいは「華」

っ
た
ら
、
人
類
は
こ
と
の
本
質
に
気
が
つ
く
の
か
？
」
と
問
い
か
け
て
い

る
の
だ
が
、
詩
で
は
「
哀
し
み
」
を
経
験
し
た
と
き
に
の
み
可
能
と
な
る

と
し
か
唄
っ
て
い
な
い
。

　
こ
の
歌
詞
の
中
で
「
花
」
は
、
大
地
か
ら
少
女
の
胸
へ
、
そ
し
て
少
女

は
若
者
の
胸
へ
と
、
象
徴
的
に
変

化
さ
せ
、
戦
い
で
倒
れ
、
土
に
か

え
っ
て
い
く
男
と
、
春
に
な
る
と

土
か
ら
花
が
咲
く
こ
と
を
唄
っ
て

い
る
。
そ
こ
に
は
、
永
遠
に
終
わ

ら
な
い
愚
か
な
人
間
界
の
縮
図
が

あ
る
と
言
え
る
。
大
地
か
ら
芽
生

え
る
花
が
少
女
の
胸
に
咲
く
の
は

大
地
に
根
ざ
す
人
間
を
象
徴
と
し

て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
さ
ら
に

　「
共
生
」
と
「
慈
悲
」、
こ
の
言
葉
は
人
類
に
永
遠
に
つ
き
ま
と
う
も
の

か
も
知
れ
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
今
日
で
は
人
類
の
未
来
を
考
え

る
上
で
な
お
さ
ら
必
要
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
二
つ
の
言
葉
は
、

歴
史
、
い
や
、
我
々
の
生
き
方
を
問
い
続
け
て
き
た
も
の
の
一
つ
と
言
う

べ
き
だ
と
考
え
る
。

　
人
類
は
、「
共
生
」
と
「
慈
悲
」
を
訴
え
「
平
和
」
を
求
め
、
反
戦
を

主
張
し
て
き
た
。「
宣
戦
布
告
の
な
い
戦
争
」
と
言
わ
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
戦

争
。
人
種
問
題
、
経
済
問
題
、
宗
教
問
題
等
か
ら
世
界
各
地
で
は
様
々
な

対
立
が
起
こ
り
、
対
立
を
や
め
よ
う
と
主
張
す
る
平
和
運
動
は
常
に
あ
っ

た
。
対
立
を
超
え
て
唄
わ
れ
た
も
の
の
一
つ
に
「
花
は
ど
こ
に
行
っ
た
）
1
（

」

と
い
う
ピ
ー
ト･

シ
ー
ガ
ー
の
歌
が
あ
る
。
原
文
と
翻
訳
、
唄
わ
れ
た
過

程
の
中
で
の
微
妙
な
変
更
な
ど
、
歌
詞
の
解
釈
に
は
問
題
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
が
、
こ
の
歌
に
は
昔
か
ら
人
類
が
問
い
か
け
て
き
た
、「
平
和
」

と
「
共
存
」
を
訴
え
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
歌
の
中
で
は
、「
い
つ
に
な

〈
特
集
１　
「
共
生
の
思
想
─
中
村
元
の
「
慈
悲
」
の
思
想
を
て
が
か
り
に
─
」〉

春
　

日
　

井
　
真
英
　

　「
聖
な
る
空
間
」
の
象
徴
と
し
て
の
「
蓮
華
」
あ
る
い
は
「
華
」

蓮　華
仏教などでは聖なる華と目されている
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ら
帰
っ
た
と
き
な
の
だ
と
い
う
。

　
年
に
二
回
、
し
か
も
「
八
月
と
一
月
に
」
故
郷
か
ら
帰
る
と
、
な
ぜ
か

人
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
、
も
う
半
年
が
ん
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
と
唄
う

の
で
あ
る
。
な
ぜ
年
に
二
回
か
、
そ
れ
は
日
本
人
な
ら
ば
ご
く
当
た
り
前

の
こ
と
で
あ
り
、
誰
に
で
も
、
故
郷
の
持
つ
意
味
が
明
白
に
な
る
。
し
か

も
故
郷
か
ら
戻
る
と
、
人
は
は
に
か
み
な
が
ら
も
道
を
譲
り
合
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
。
人
に
道
を
譲
る
こ
と
、
そ
の
行
為
の
裏
に
は
、
相

手
を
尊
重
す
る
、
他
人
を
認
め
る
と
い
う
意
識
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

　
つ
ま
り
中
島
は
故
郷
に
帰
る
こ
と
は
「
人
を
人
と
し
て
認
め
合
う
」
こ

と
を
可
能
と
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
人
間
尊
重
の
意
識

の
薄
れ
を
危
惧
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。
で
は
彼
女
の
求
め
た
故
郷
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
そ
れ
も
、
人
を
人
と
思
わ
な
く
な
っ
た
人

間
性
喪
失
の
予
感
が
す
る
時
代
の
中
で
…
…
。
故
郷
と
は
、
彼
女
に
と
っ

て
「
人
を
信
じ
る
こ
と
の
で
き
る
気
持
ち
を
取
り
返
し
て
く
れ
る
と
こ

ろ
」
で
あ
り
、
年
に
二
回
そ
の
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
し
て
い
る
。
都
市

化
し
、
人
々
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
都
市
で
の
日
常
に
、
人
間
間
の

信
頼
回
復
へ
の
可
能
性
を
唄
っ
て
く
れ
て
い
る
。
こ
の
、
信
頼
の
回
復
、

そ
の
こ
と
が
「
共
生
、
慈
悲
」
を
考
え
る
こ
と
に
通
じ
る
。
中
島
の
言
葉

を
借
り
る
な
ら
ば
そ
れ
は
「
故
郷
」
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

が
故
郷
探
求
と
い
う
問
題
に
重
な
る
の
で
あ
る
。「
故
郷
」
と
は
ど
こ
に

で
も
あ
る
場
所
か
も
知
れ
な
い
。
一
言
で
言
え
ば
、
心
安
ら
ぐ
場
所
で
あ

り
、
自
分
を
振
り
返
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ

は
神
話
的
、
地
母
神
的
な
女
性
像
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
兵
士
と

し
て
の
男
の
胸
に
咲
く
花
は
大
地
の
象
徴
と
し
て
の
女
性
で
あ
り
、
少
女

の
胸
に
戻
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
こ
の
歌
に
は
、
声
高
な
反
戦
の
主

張
は
な
い
。
人
々
の
気
づ
い
て
い
な
い
愚
か
さ
へ
の
視
線
が
「
花
」
に
よ

っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
も
反
戦
、
愛
、
希
望
等
と
い
う
言

葉
も
こ
こ
に
は
な
い
。
人
類
の
繰
り
返
す
愚
か
さ
の
延
長
線
上
に
は
軽
い

言
葉
な
ど
は
要
ら
な
い
の
だ
。
繰
り
返
さ
れ
る
愚
か
さ
に
つ
い
て
も
、
ピ

ー
ト
・
シ
ー
ガ
ー
は
何
も
言
っ
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
繰
り
返
し
て
い
る

愚
か
さ
に
人
々
が
気
づ
か
な
い
で
い
る
こ
と
を
唄
っ
て
い
る
。
ま
た
作
詩

者
は
、
こ
の
白
い
花
が
ど
ん
な
花
か
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、

「
花
」
と
し
か
唄
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、「
花
」
と
い
う
言
葉
に
喜
び

と
悲
し
み
を
表
す
力
が
あ
る
か
ら
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
人
類
の
営
み
の

中
で
繰
り
返
さ
れ
、
そ
し
て
ま
た
繰
り
返
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
人
類
の

愚
か
さ
を
唄
っ
て
い
る
の
は
彼
だ
け
で
は
な
い
。
中
島
み
ゆ
き
も
「
時

代
）
2
（

」
と
言
う
歌
の
中
で
、
繰
り
返
さ
れ
る
愚
か
さ
を
唄
っ
て
い
る
。

悲
し
く
て
涙
も
枯
れ
果
て
て
も
う
二
度
と

笑
顔
に
は
な
れ
そ
う
も
な
い
け
ど

　
そ
し
て
、
続
け
て
、
い
つ
か
、「
そ
ん
な
時
代
も
　
あ
っ
た
ね
」
と
話

せ
る
時
代
が
来
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
こ
と
を
彼
女

は
、
い
つ
か
み
ん
な
が
故
郷
に
辿
り
着
け
る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
、
彼
女
が
意
図
し
た
故
郷
が
ど
こ
に
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か

は
読
み
取
れ
な
い
。
し
か
し
「
帰
省
）
3
（

」
と
題
さ
れ
た
彼
女
の
作
品
で
は
、

「
人
が
人
を
信
じ
る
こ
と
が
年
に
二
回
あ
る
」
と
言
い
、
そ
れ
は
故
郷
か
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こ
に
で
も
あ
り
、
ま
た
ど
こ
に
も
な
い
場
所
な
の
で
あ
ろ
う
。
言
う
な
ら

ば
「
初
心
」
を
取
り
戻
す
と
こ
ろ
。
つ
ま
り
都
会
の
垢
で
汚
れ
る
前
の
世

界
に
戻
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
こ
の
「
人
間
ら
し
さ
」
を
取
り
戻
せ
る
場
所
と
は
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
と

呼
ば
れ
る
ど
こ
に
も
な
い
場
所
の
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
人

類
は
し
た
た
か
に
、
天
と
地
を
繫
ぐ
と
こ
ろ
に
「
宇
宙
軸
」
を
想
定
し
、

そ
こ
を
聖
な
る
と
こ
ろ
と
し
て
意
味
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
聖

な
る
空
間
」
は
山
で
あ
れ
、
岩
場
で
あ
れ
、
建
物
の
中
で
も
自
由
に
想
定

さ
れ
て
く
る
と
言
っ
て
良
い
。
そ
こ
は
、
言
う
な
れ
ば
自
分
だ
け
の
場
所

で
あ
り
な
が
ら
、
本
来
は
人
々
も
含
め
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
共
有
す
る
処

と
、
認
識
さ
れ
る
べ
き
空
間
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
世

界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
（
九
・
一
一
）
の
悲
劇
の
跡
地
と
し
て
の
グ
ラ
ウ

ン
ド･

ゼ
ロ
は
諸
々
の
花
で
飾
ら
れ
、
悲
し
み
の
中
に
人
間
性
を
考
え
さ

せ
る
「
聖
な
る
空
間
」
の
一
つ
に
な
る
。

　
聖
な
る
空
間
の
イ
メ
ー
ジ
は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
。
原
初
の
海
に
浮

か
ぶ
蓮
に
ブ
ラ
フ
マ
ン
が
横
た
わ
り
、
そ
の
臍
か
ら
咲
く
蓮
華
に
ヴ
ィ
シ

ュ
ヌ
の
姿
を
顕
現
さ
せ
る
こ
と
で
世
界
の
初
め
を
想
起
さ
せ
て
い
る
。
海

の
始
ま
り
な
ど
は
、
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
。
始
原
の
水
と
、
そ
こ
か

ら
始
ま
る
世
界
が
イ
メ
ー
ジ
で
き
れ
ば
い
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
花
は

蓮
に
拘
ら
な
く
て
も
い
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
宝
相
華
文
の
よ
う
に
、

唐
草
文
の
よ
う
に
変
容
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
過
酷
な
太
陽
の

光
や
、
自
然
の
厳
し
さ
に
さ
ら
さ
れ
る
中
近
東
の
世
界
で
は
、
宗
教
的
施

設
の
装
飾
に
「
水
」
お
よ
び
「
水
」
を
象
徴
す
る
唐
草
模
様
、
植
物
と
動

の
自
分
を
振
り
返
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
が
自
己
の
中
に
内
在
し
て
い
る

こ
と
を
タ
ゴ
ー
ル
は
『
ギ
タ
ン
ジ
ェ
リ
ー
）
4
（

』
で
、
そ
し
て
同
時
代
に
海
外

で
活
躍
し
た
ヨ
ネ
・
野
口
（
野
口
米
次
郎
）
も
彼
の
詩
集
「From

 the 
Eastern Sea

」「The Pilgirim
a

）
5
（

ge

」
等
で
、
心
安
ら
ぐ
と
こ
ろ
を
各
々

の
内
面
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
所
を
人
々
は
、
な
ぜ
外
に
求
め

る
の
だ
ろ
う
。
求
め
る
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
慣
れ
親
し
み
過
ぎ
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
進
歩
し
、

進
化
し
、
新
し
い
世
界
、
異
質
の
世
界
を
求
め
な
が
ら
、
結
局
元
の
世
界

に
戻
る
こ
と
に
な
る
の
は
逆
説
的
で
あ
る
。
煩
わ
し
い
俗
世
間
か
ら
逃
れ

る
た
め
に
旅
に
出
る
の
も
、
故
郷
の
良
さ
に
気
が
つ
く
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
の
こ
と
に
気
が
つ
け
ば
、
悩
む
こ
と
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、
異
質
な

世
界
に
旅
立
て
な
い
も
の
は
、
し
が
ら
み
の
中
で
生
き
続
け
な
く
て
は
な

ら
な
い
、
そ
の
煩
わ
し
さ
を
解
消
す
る
た
め
に
他
人
を
無
視
し
、
解
放
さ

れ
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
る
。
中
島
の
「
帰
省
」
は
端
的
に
そ
の
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
人
を
人
と
し
て
み
る
」
あ
る
い
は
「
人

を
人
と
し
て
受
け
入
れ
る
た
め
に
」
は
、「
故
郷
」
に
触
れ
る
必
要
が
あ

る
と
い
う
の
だ
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
誰
も
が
望
ん
で
い
る
場
所
で
も
あ
る

の
だ
。
こ
こ
に
は
、
大
き
な
社
会
的
な
問
題
が
背
景
に
あ
る
事
は
否
定
で

き
な
い
。
都
市
化
の
背
景
に
は
、
経
済
問
題
も
あ
り
、
現
実
的
な
社
会
が

変
容
し
て
い
く
現
実
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
喪
っ
て
い
っ
た
故
郷

を
求
め
、「
人
間
ら
し
さ
」
の
回
復
を
祈
る
路
を
、
ど
ん
な
時
代
に
で
も

あ
る
事
を
指
摘
し
て
い
る
と
言
え
る
。
中
島
の
言
う
故
郷
と
は
単
な
る
生

ま
れ
故
郷
で
は
な
い
。
こ
の
故
郷
は
各
人
の
心
の
隅
に
潜
む
と
こ
ろ
、
ど
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い
る
。
言
う
な
れ
ば
、
聖
な
る
空
間
は
視
覚
的
に
も
、

ま
た
理
論
的
に
も
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
根
源
を
暗
示
す
る

と
こ
ろ
と
、
意
識
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世
界
と
は
異

な
る
次
元
を
意
識
さ
せ
る
別
天
井
、
あ
る
い
は
ド
ー
ム

と
い
う
仕
掛
け
が
誂
え
ら
れ
、
異
な
る
世
界
の
出
現
が

象
徴
的
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
異
質
の
世
界
の
出
現

を
予
感
さ
せ
、
生
命
の
喜
び
の
源
を
示
せ
る
構
造
を
表

現
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
宗
教
的
聖
域

は
、
世
俗
と
は
切
り
離
さ
れ
る
。
修
業
す
る
場
所
は
ま

さ
に
人
間
ら
し
さ
を
追
求
す
る
と
い
う
意
味
で
聖
域
で

在
っ
た
。
そ
れ
は
意
識
の
中
で
「
聖
な
る
場
所
」
と
な

る
の
で
あ
る
。
い
や
、
そ
こ
は
人
を
避
け
、
自
己
を
見

つ
め
る
た
め
に
群
衆
か
ら
、
諸
々
の
し
が
ら
み
か
ら
逃

れ
る
処
か
も
知
れ
な
い
。
し
が
ら
み
に
と
ら
わ
れ
て
い

る
と
人
は
、
人
を
人
と
認
識
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

う
。
中
国
の
三
国
時
代
の
「
竹
林
の
七
賢
」
も
、
人
を

人
と
し
て
認
識
で
き
な
く
な
っ
た
世
代
に
対
す
る
批
判

の
形
で
あ
っ
た
。
人
を
人
と
見
る
こ
と
の
で
き
な
く
な

る
の
は
、
価
値
観
の
二
極
化
が
原
因
の
一
つ
か
も
知
れ
な
い
。
人
口
が
集

中
し
た
都
市
化
が
背
景
に
あ
る
と
言
え
る
。
経
済
・
産
業
の
集
中
化
と
い

う
問
題
が
背
景
に
顕
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
回
避

す
る
構
造
が
、
日
本
で
は
寺
の
構
造
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
く
か
ら

物
の
意
匠
を
見
る
こ
と
が
で
き
る）

6
（

。
オ
ア
シ
ス
の
緑
の
中
に
、
よ
り
一
層

「
水
」
を
象
徴
す
る
意
匠
は
様
々
に
姿
を
変
え
て
我
々
の
眼
前
に
姿
を
現

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
で
は
バ
ラ
が
ス
テ
ン
ド
ガ
ラ

ス
に
象
徴
さ
れ
、
仏
教
寺
院
で
も
様
々
な
と
こ
ろ
に
蓮
華
が
誂
え
ら
れ
て

イスファハーン
シェイフ ･ルトウフッラー ･モスク

（7） イスタンブール
アハメデイイエ（ブルーモスク）内部

（8）

京都 ･清浄華院
大殿内部・天蓋が花に見立てられる

絨毯
図柄の動植物の姿は

水と豊かさの象徴と言えよう



7 │ 「聖なる空間」の象徴としての「蓮華」あるいは「華」

と
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
思
想
の
最
も
重
要
な
特
徴
で
あ
り
、

宗
教
戦
争
な
る
も
の
が
回
教
徒
侵
入
以
前
の
イ
ン
ド
で
は
見
い
だ
さ
れ
な

か
っ
た
、
と
い
う
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
「
共
生
」
の
た
め
に
は
「
言
論
の
自
由
」
あ
る
い
は

対
話
に
不
可
欠
な
条
件
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
し
て
「
慈
悲
」
の
た
め
に

は
「
人
間
性
」
が
、
あ
る
い
は
「
人
間
ら
し
さ
」
の
確
認
が
必
要
だ
と
言

う
こ
と
を
中
島
み
ゆ
き
や
ピ
ー
ト
・
シ
ー
ガ
ー
の
歌
を
通
し
て
考
え
た
。

そ
し
て
、
繰
り
返
さ
れ
る
人
類
の
悲
劇
を
、
嘆
き
を
確
認
し
て
き
た
。
そ

の
こ
と
を
人
類
は
忘
れ
て
は
い
な
い
。
悲
劇
を
繰
り
返
さ
無
く
さ
せ
る
た

め
に
人
類
が
ど
の
よ
う
に
、
自
分
た
ち
の
空
間
を
通
し
て
、
意
識
さ
せ
よ

う
と
し
て
き
た
か
も
論
じ
た
。
そ
こ
に
は
空
間
的
な
変
化
を
意
識
さ
せ
る

よ
う
な
工
夫
も
あ
り
、
異
質
な
世
界
へ
と
導
か
れ
る
工
夫
も
あ
る
。
だ
が
、

こ
れ
ら
は
空
間
的
構
造
の
お
膳
立
て
に
過
ぎ
な
い
。
重
要
な
会
話
、
対
論

が
交
わ
さ
れ
る
場
所
に
は
、
さ
ら
な
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
必
要
と
な
ろ
う
。

そ
れ
は
、
空
間
と
、
聖
な
る
時
間
と
の
融
合
で
あ
る
。
聖
な
る
時
間
。
一

日
の
中
で
考
え
れ
ば
カ
ワ
タ
レ
時
（
日
の
出
、
そ
れ
は
太
陽
の
出
現
で
あ

り
蒙
昧
を
払
い
去
る
と
き
）、
黄
昏
時
（
日
の
入
り
、
闇
と
光
の
交
わ
る

刻
限
）。
あ
る
い
は
正
午
、
光
の
最
盛
な
る
刻
（
太
陽
が
南
中
す
る
と
き
）。

月
単
位
で
考
え
れ
ば
満
月
の
宵
（
東
に
月
を
、
西
に
日
没
を
見
ら
れ
る
）

で
あ
る
。
年
の
初
め
、
春
分
、
夏
至
、
秋
分
、
冬
至
あ
る
い
は
星
の
動
き

な
ど
も
考
え
ら
れ
る
。「
共
生
」
と
「
慈
悲
」、
こ
の
こ
と
は
自
然
の
一
部

と
し
て
人
類
は
自
覚
を
求
め
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

寺
は
「
三
門
」
を
設
け
、
そ
こ
を
通
る
人
に
空
門
・
無
相
門
・
無
願
門
の

三
境
地
を
経
る
こ
と
を
象
徴
的
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
三
境
地
を
得
る
こ

と
に
よ
っ
て
仏
国
土
に
至
り
、
三
解
脱
門
を
抜
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん 

貪
・
瞋
・
痴
の
三
毒
を
解
脱
す
る
境

界
の
門
、
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
三
乗
が
通
る
門
と
す
る
解
説
も
あ
る
が
、

基
本
は
三
境
地
を
経
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
故

郷
と
は
貪
・
瞋
・
痴
の
三
煩
に
無
関
係
な
と
こ
ろ
に
他
な
ら
な
く
な
る
。

こ
れ
は
、
何
も
宗
教
的
教
義
の
問
題
で
は
な
く
、
日
常
の
場
に
お
け
る
事

柄
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
貪
・
瞋
・
痴
の
三
煩
と
の
兼
ね
合
い
の
中
で

生
き
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
人
を
人
と
し
て
見

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
は
「
哀
し
い
」。
こ
の
「
哀
し
み
」
の
極

み
に
あ
る
の
が
戦
争
で
あ
り
、
殺
戮
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
対
話
で
あ
る
。
し
か
し
価
値
の
二
極
化
の

中
で
は
対
話
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
遙
か
昔
か
ら
認

識
さ
れ
て
い
る
事
は
中
村
元
選
集
）
9
（

か
ら
で
も
判
る
。
特
に
「
対
話
を
成
立

さ
せ
る
基
盤
）
10
（

」
の
中
で
、
ミ
リ
ン
ダ
王
が
仏
教
の
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
長
老
と

対
話
し
た
と
き
の
話
を
引
用
し
、
王
に
「
学
者
と
し
て
の
対
論
を
求
め
た
」

と
し
、
王
は
、「
王
者
と
し
て
で
は
な
く
、
学
者
と
し
て
対
論
す
る
」
こ

と
を
認
め
る
。
学
者
と
し
て
の
対
論
、
そ
れ
は
王
者
は
対
論
に
於
い
て
、

一
つ
の
こ
と
だ
け
を
主
張
し
、
従
わ
な
い
も
の
を
罰
せ
よ
う
と
す
る
か
ら

で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
極
化
の
中
で
の
対
話
、
対
論
が
難

し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
対
論
が
成
立
す

る
た
め
に
は
「
言
論
の
自
由
）
11
（

」
が
保
証
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ



8

り
向
い
て
足
を
と
め
る
」　
は
故
郷
か
ら
戻
り
、
何
か
に
触
れ
て
き
た
と
き
、
人

は
他
人
を
人
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
そ
し

て
人
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
、
人
間
関
係
の
崩
壊
し
た
場
所
で
、
が
ん
ば
れ
る

と
い
う
。

　
　
　
　
中
島
み
ゆ
き
『
中
島
み
ゆ
き
最
新
歌
集
　1987

〜2003

』
朝
日
文
庫
、
朝
日

新
聞
社
、
二
〇
〇
三
年
、
四
二
八
〜
四
二
九
頁
。
作
詞
は
二
〇
〇
〇
年
頃
の
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。

　（
4
）
『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
第
一
巻
「
詩
集
Ⅰ
」
所
収
「
ギ
タ
ン
ジ
ェ
リ
ー
」
12
、

14
、
20
等
、
第
三
文
明
社
、
一
九
九
〇
（
一
九
八
一
）
年
、
特
に
、
20
で
は
私

自
身
の
胸
の
奥
深
く
に
咲
い
て
い
る
蓮
の
花
　
と
言
う
表
現
で
探
し
て
い
る
も

の
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
へ
の
回
帰
と
も
言
え
る
が
、
自
分
自

身
の
中
に
在
る
世
界
の
存
在
で
あ
る
。

　（
5
）
『
現
代
日
本
文
学
大
系
』
41
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
一
（
昭
和
四
一
）
年
所
収
、

野
口
米
次
郎
集
、
一
八
六
頁
。「
山
上
」『
東
海
よ
り
』（From

 the Eastern 
Sea

）、
一
九
〇
三
年
春
、
倫
敦
に
て
出
版
。「
蓮
華
崇
拝
」『
巡
礼
』（The Pilg-

irim
age

）、
一
九
〇
九
年
。
も
と
も
と
は
倫
敦
エ
ル
キ
ン･

マ
シ
ュ
ー
ス
出
版

で
出
さ
れ
た
。

　（
6
）
ジ
ョ
ン
・
Ｄ
・
ホ
ー
グ
『
図
説
世
界
建
築
史
　
第
六
巻
「
イ
ス
ラ
ム
建
築
」』

山
田
幸
正
訳
、
本
の
友
社
、
二
〇
〇
一
年
。

　（
7
）
前
掲
書
、
XXI
頁
。

　（
8
）
前
掲
書
、
XX
頁
。

　（
9
）
中
村
元
、
選
集
第
一
七
巻
「
第
二
編
　

優
位
を
獲
得
し
た
普
遍
思
想
　
そ
の
発

端
」
の
中
に
扱
わ
れ
て
い
る
。　
中
村
元
、
選
集
第
一
八
巻
、
昭
和
五
三
（
昭
和

五
〇
）
年
、
春
秋
社
。

　（
10
）
前
掲
書
、
一
八
八
〜
二
二
六
頁
に
詳
し
い
。

　（
11
）
前
掲
書
、
一
九
三
頁
。

（
か
す
が
い
・
し
ん
え
い
、
宗
教
学
・
民
俗
学
・
神
話
、

東
海
学
園
大
学
教
授
）

　（
1
）
ピ
ー
ト･

シ
ー
ガ
ー
『
虹
の
民
に
送
る
唄
』
社
会
思
想
社
、
二
〇
〇
〇
年
、

一
五
四
〜
一
五
八
頁
に
は
こ
の
唄
に
ま
つ
わ
る
話
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　（
2
）
中
島
み
ゆ
き
「
時
代
」『
中
島
み
ゆ
き
全
歌
集
』
朝
日
文
庫
、
一
九
九
〇
年
、

三
九
〇
〜
三
九
二
頁
。

　
　
　
　
　
　
今
は
こ
ん
な
に
悲
し
く
て
／
涙
も
枯
れ
果
て
て
／

　
　
　
　
　
　
も
う
二
度
と
　
笑
顔
に
は
／
な
れ
そ
う
も
な
い
け
ど

　
　
　
と
、
唄
う
。
し
か
し
、
そ
ん
な
時
代
も
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
互
い
に
「
い
つ

か
話
せ
る
　
日
が
来
る
」
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
の
だ
。
歌
詞
の
中
で
繰
り
返

さ
れ
る
フ
レ
ー
ズ
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
喜
び
と
悲
し
み
は
「
生
ま
れ
変
わ
っ
て

来
る
別
れ
た
恋
人
と
巡
り
会
う
た
め
」
と
唄
い
、
そ
の
た
め
に
「
旅
を
続
け
る

人
々
は
い
つ
か
故
郷
に
出
会
う
」
た
め
な
の
だ
と
し
て
い
る
。
恋
人
と
の
出
会

い
、
そ
れ
が
故
郷
に
出
会
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　（
3
）
帰
省

　
　
　
　
そ
の
歌
で
は
　
街
の
人
間
が
互
い
に
相
手
を
無
視
し
合
い
、
押
し
の
け
合
い

な
が
ら
暮
ら
す
情
景
を
唄
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
代
日
本
の
都
市
と
人
間
性

に
対
す
る
鋭
い
皮
肉
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
遠
い
国
の
客
に
は
笑
わ
れ
る
け
ど
／

　
　
　
　
　
　
押
し
合
わ
な
け
り
ゃ
街
は
電
車
に
も
乗
れ
な
い
／

　
　
　
　
　
　
ま
る
で
人
の
す
べ
て
が
敵
と
い
う
よ
う
に
／

　
　
　
　
　
　
肩
を
張
り
肘
を
張
り
押
し
の
け
合
っ
て
ゆ
く

　
　
　
　
街
に
住
む
人
間
の
行
動
の
特
性
を
「
ま
る
で
、
全
て
の
人
を
敵
と
見
る
か
の

よ
う
に
」
見
る
の
は
、
人
間
性
の
喪
失
の
指
摘
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
間

が
、
ふ
と
人
間
ら
し
さ
を
呼
び
戻
す
の
が
、
年
に
二
回
、
八
月
と
一
月
と
い
う
。

こ
の
時
期
を
過
ご
す
と
、
人
は
は
に
か
ん
で
道
を
譲
れ
る
よ
う
に
な
り
、
束
の

間
人
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
も
う
半
年
が
ん
ば
れ
る
。

　
　
　
　
中
島
は
、
人
間
性
を
喪
っ
た
群
衆
を
、
決
ま
り
き
っ
た
身
振
り
で
街
は
流
れ

て
ゆ
く
、
と
表
現
し
、
人
は
多
く
な
る
ほ
ど
、
人
で
は
な
く
物
に
見
え
て
き
て
、

こ
ろ
ん
だ
人
を
（
助
け
よ
う
と
は
せ
ず
に
）
よ
け
て
、
交
差
点
を
渡
る
。
だ
が
、

そ
の
よ
う
な
人
間
で
も
変
わ
る
と
き
が
あ
る
の
は
故
郷
に
触
れ
た
と
き
、
と
唄

う
の
で
あ
る
。「
年
に
二
回
、
八
月
と
一
月
／
人
は
（
倒
れ
た
人
に
向
か
い
）
振


