
ソ

連

に

お

け

る

佛

教

と

佛

教

徒

本
稿

は
、

ソ
連

の

ノ
ー
ボ

ス
チ
通
信
祗

記
者

で
あ

る

エ
ル
モ
シ
-t{-
ン

N
ik
o
la
i
Y
e
r
m
o
s
h
k
in
氏

に
よ

つ
て
著
わ
さ
れ
た
"
B
u
d
d
is
m

a
n
d
B
u
d
d
h
is
t
s

in

th
e
U
S
S
R
"
の
抄

譯

で
あ
る
。

エ
ル
モ
シ
キ

ン
氏
は

モ
ス
ク

ワ
國

際
大
學

の
出
身

で
あ
り
、

ノ
ー

ボ
ス
チ
通
信
瓧
入
祗
後
、

イ
ン
ド
特
派
員

と
し
て

活

躍
中

に
南

ア
ジ
ア
文
化
や
佛
教
文
化

に
關

心
を
持

つ
よ
う

に
な

つ
た
。

そ
し

て
、

ソ
連

に
お
け
る
佛
数

の
現
状
お

よ
び
佛
教

研
究

の
歴
史

な
ど
に

つ

い

て
、

新
聞
記
者
的
な
す
ぐ
れ
た
感
覺

に
よ
る
探
究

心
か
ら
調
査
す
る
よ
う

に
な

つ
た
。

こ

の
論
文
は
そ

の
成
果

の

一
つ
で
あ
る
。
こ

の
種

の
レ
ポ
ー
ト
は

ソ
連

で
も
唯

一
の
も

の
で
あ
ろ
う
し
、
わ
が
國

で
も
あ
ま
り
報
告
さ

れ
て
い
な

い
の
で
、

あ

え
て
こ
こ
に
紹
介
す

る
こ
と
に
し
た
。
本
學
報
前
號
や
國
際
宗
教

ニ
ユ
ー
ズ

(
一
九
六
八

.
六
号
)

の
拙
稿
な
ど
と
併
せ
讃
ま
れ
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

な

お
、

こ
の
譯
出

は
、
文
學
部
佛
教
學
科

三
回
生
市
野
善
照
君

の
手

に
な

る
も

の
で
あ

る
。

(水

谷

幸

正
)

廻

佛
教
傳
播
の
小
史

宗
教
的
、
あ
る
い
は
哲
學
的
體
系
と
し
て
の
佛
教
は
八

n

一

世
紀
に
、
現
在
は
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
連
邦

の
統
轄
下
に
あ
る
領
域
に
擴

ま
り
始
め
た
。
そ
れ
は
佛
教
が
、

「
大
き
な
絹

の
道
」

の
通

っ
て

い
る
中
央
ア
ジ
ア
に
擴
ま

っ
た
時
で
あ

っ
た
。

佛
教
は
ま
ず
最
初
、
古
代

国
げ
o
蠢
N
日

に
浸
透
し
た
。
そ
し
て

次
第
に
大
き
な
中
心
的
な
佛
教
圈
が
、
カ

ス
ピ
海
と
太
夲
洋
の
間

の
廣
大
な
地
域
に
成
長
し
た
。
こ
れ
ら
の
佛
教
圈

は
當
時
の
ア
ジ

ア
文
化
圈
に
お
い
て
、
非
常
な
注
目
を
浴

び
て
い
た
。
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申
世
初
期
に
は
、
佛
教
繪
院
が
中
央
ア
ジ
ア
の
大
都
市
の
ほ
と

ん
ど
に
建
て
ら
れ
た
。
古

い
記
録
に
よ
れ
ば
、
八

n

七
世

紀

の

中
頃
に
サ
マ
ル
カ
ン
ド
で
佛
教
寺
院
が
復
興
さ
れ
た
と
記
し
て
い

る
。
ま
た
ク
ッ
チ
ャ
と
コ
ー
タ
ン
の
佛
教
文
化

セ
ン
タ
ー
は
非
常

に
有
名
で
あ
る
。
學
者
達
は
イ
ン
ド
で
は
發
見
す
る
こ
と
の
で
き

な

い
貴
重
な
イ
ン
ド
の
寫
本
を
探
す
た
め
、

コ
ー
タ
ン
を
訪
れ
た

も

の
で
あ
る
。

最
近
ま
で
中
央
ア
ジ
ア
の
佛
教
に
關
す
る
唯

一
の
手
懸
り
は
、

古
代

の
族
行
者
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
簡
單
な
手
記
と
、
多
數

の
坐

禪

し
て
い
る
佛
陀
の
繪
だ
け
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
が
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
時
代
に
な

っ
て
か
ら
は
、
系
統
的
考
古

學
調
査
の
結
果
、
古
代
寺
院
、
學
校
、

フ
レ
ス
コ
の
彫
刻
や
破
片

な

ど
佛
教
文
化
の
遺
跡
が
數
多
く
發
見
さ
れ
た
。
ガ

ン
ダ
ー
ラ
樣

式
後
期

の
石
佛
像
の
破
片
は
、
テ
ル
メ
ズ
の
町
の
近
く
で
發
見
さ

れ
た
。
數
年
後
同
じ
遺
跡
で
、
青
銅

の
獅
子
の
あ
る
佛
教
寺
院
の

舊
跡
が
發
見
さ
れ
た
。

北
部

K
irg
h
iz
ia
に
あ
る
O
ぴ
二
川

の
線
の
谷
は
、
古
代
佛
教

文
化

の
遺
跡
が
特
に
豊
富

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
U
N
げ
巳

の
古

代
都
市

の
近
郊
で
學
者
逹
は
、
佛
教
遁
世
者
が
住
ん
で
い
た
僭
院

を
す

っ
か
り
發
見
し
た
。
そ
こ
に
は
數
多

く
の
庵
室
が
あ
り
、
小

さ
な
鐘
樓
塔
の
と
こ
ろ
で
は
、
僭
侶
が
描

い
た
と
お
も
わ
れ
る
宗

教
書

の
彫
像
と
彫
刻
の
破
片
が
發
見
さ
れ
た
。

中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
佛
教
の
流
傳

は
、
人
び
と
の
精
神
生
活

に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
藝
術
に
も
生
き
生
き
と

反
映

し
て
い
る
。
人
び
と
の
中
に
は
多
勢

の
信
者
が
い
た
。
そ
し

て
、
佛
教
徒

の
指
導
者
達
と

一
緒

に
寺
院

や
僭
院
を

建

て

た

職

人
、
古
代
イ
ン
ド
樣
式
の
佛
陀

の
像
を
作

っ
た
腕

の
良
い
彫
刻
家

達
、
全
佛
教
世
界
に
知
ら
れ
て
い
る
有
名

な
石
窟
寺
院
の
壁
を
壁

書
で
お
お

っ
た
謁
家
達
が
や

っ
て
來
た
。

ト
ル
ク
メ
ン
の
ゆ
巴
蠢
目
-b
=
で
發
掘

が
行
わ
れ
て
い
る
時
、

考
古
學
者
達
は
佛
教
徒

の
舎
利
壷
と
裝
飾

の
つ
い
た
粘
土
の
容
器

を
發
見
し
た
。
そ
の
容
器

の
中
に
は
、
佛

陀
の
小
石
像
、

八

n

五
世
紀
と
關
係
づ
け
ら
れ
る
サ
サ
ン
朝
時
代

の
ペ
ル
シ
ア
貨
幤
、

そ
し
て
押
し

つ
ぶ
さ
れ
た
シ

ュ
ロ
の
葉

の
積
み
重
な

っ
た
も
の
が

入

っ
て
い
た
。
約

一
五
〇
〇
年
も
の
間
そ

の
容
器
の
中
に
あ

っ
た

シ
ュ
ロ
の
葉
は
、
ア
ジ
ア
諸
民
族
研
究
所

の
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
支

局
で
保
存
さ
れ
た
。
後
に
な

っ
て
こ
の
發
見
は
極
め
て
貴
重
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

シ

ュ
ロ
の
葉
は

A

n

五

世

紀
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の
最

古

の
佛

教

寫

本

の

一
つ
と

關

係

が

あ

り

、

そ

れ

は
熟

練

し

た

能

書

家

に

よ

っ
て
ブ

ラ

フ
ミ

で

書

か

れ

て

い

る
。

そ

の
寫

本

は

僭

侶

の
生

活

規

則

を
含

む
佛

教

徒

の
戒

律

の
經

典

か

ら

取

ら

れ

て

い

る
。ソ

ヴ

ィ

エ
ト

の
考

古

學

者

は
、

現

在

ま

で
中

央

ア

ジ

ア

に

お

い

て
、

カ

ロ
シ

ュ
テ

ィ
と

ブ

ラ

フ
ミ

で
書

か

れ

た

イ

ン
ド
文

學

の
遺

本

を

二

〇

以

上

發

見

し

て

い

る
。

近

年

に

な

っ
て

か

ら

は
、

中

央

ア

ジ

ア

に

お

け

る
佛

教

申

心

地

が

い
く

つ
も

發

見

さ

れ

た

。

ω
Φ
-

m
ir
e
c
h
y
e

(A
k
-B
e
s
h
i
と

K
r
a
s
n
o
r
e
c
h
e
n
s
k

地

域
)
、

F
e
r
g
-

a
n
a

(K
u
v
a
)

S
谷

、

南

、

T
a
d
ji
k
is
t
a
n

(A
d
z
h
in
a
T
e
p
e
)

そ

し

て

い
く

つ
か

の
他

の
場

所

で

あ

る
。

こ

の

こ

と

は

二

〇
世

紀

の
始

め

に
、

佛

教

が

ソ
ヴ

ィ

エ
ト

中

央

ア

ジ

ア

の
領

域

に
廣

く
擴

が

っ
た

こ

と

を
、

證

據

づ

け

る

も

の
で

あ

る
。

七
世

紀

か
ら

九
世

紀

に

か

け

て
、

佛

教

は

次

第

に

イ

ス
ラ

ム
教

の
壓

制

の
下

で
、

中

央

ア

ジ

ア

か

ら
滄

滅

し

た

。

中

央

ア

ジ

ア
西

部

と

タ

リ

ム
盆

地

に

お

い

て
は

、

や

や

遲

れ

て

一
〇
～

一
四

世

紀

に

イ

ス
ラ

ム
教

へ
の
改

宗

が

續

い

て
起

っ
た
。

第

二
回

目

の
佛

教

は
、

モ

ン
ゴ

ル
人

侵

入

の
後

一
三
～

一
四

世

紀

に

中

央

ア

ジ

ア
西

部

と
ヴ

ォ
ル

ガ

の
低

盆

地

に
現

わ

れ

た

。

モ

ン
ゴ

ル

人

の

国
げ
9
づ

(汗
)

の
多

く

は

佛

教

徒

で

あ

っ
た

。

第

三

回

目

の
佛

教

は

、

一
七
～

一
八

世

紀

に

オ

イ

ラ

ッ
ト
、

印

ち

西

モ

ン
ゴ

ル
民

族

と
件

に
現

わ

れ

た
。

一
六

二
〇

年

H
o
s
h
u
t

の

王
子

】W
a
ib
a
g
a
s
B
a
a
t
a
r

は

チ

ベ

ッ
ト

佛

教

(謂

ゆ
る
黄
帽

派
)
を

採

用

し

た

。

一
六

二
八

～

三

〇
年

の
時

代

に
、

西

モ

ン
ゴ

ル
人

が
ヴ

ォ

ル
ガ

河

岸

へ
や

っ

て
來

て
、

佛

教

を

も

た

ら

し

た

。

し

か

し

な

が

ら

P
o
v
d
z
h
y
e
K

テ

ッ
。フ
に

お

い
て

は
、

修

道

院

セ

ン
タ

ー

は

一

つ

も

建

て

ら

れ

な

か

っ
た

し

'

K
a
lm

y
k

S
僣

院

は

單

に
遊

牧

民

の

た

め

の
も

の

で
あ

っ
た
。

佛

教

の
教

義

は

T
u
r
a
n
ia

遊

牧

民

に

ょ

っ
て

黒

海

滑

岸

に
傳

え

ら

れ

た
。

東

シ

ベ
リ

ア

と

バ

イ

カ

ル
地

方

に
、

佛

教

は

ほ

と

ん

ど

同

時

に

現

わ

れ

た

。

そ

し

て

一
七

一
二
年

、

一
五

〇

人

の

チ

ベ

ッ
ト

佛

教

僭

が

そ

の

地

域

に

や

っ
て
來

た
時

、

B
u
r
y
a
t
遊

牧

民

の
間

で

擴

ま

り

始

め

た
。

イ

ン

ド

の
放

浪

民

族

ω
覇身
傷
げ
離

は
'

B
u
r
y
a
t
の

K

テ

ッ
プ

を

訪

れ

た

と

い
う

説

が

あ

る
。

こ

の

よ

う

な

こ

と

は

モ

ン

ゴ

ル

に
お

い
て

も

起

り

'

U
r
a
n
-
B
a
t
o
r

S

G
a
n
d
a
n

S
僭

院

の
な

か

に

は
、

遠

く

イ

ン

ド

か

ら

の
棒

と
修

道

院

用

の

カ

ッ
。フ
が

殘

っ

て

い
た

。
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B
u
r
�
a
t
ia

に

お

け

る

T
s
o
n
g
o
l
d
a
z
a
n

と

い
う

最

初

の
僣

院

は
、

一
七

四

一
年

に

セ

レ

ン
ガ

河

地
域

に

建

て
ら

れ

た
。

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
首

都

に

お

け

る
最

初

の
佛

教

寺

院

が
、

一
九

一

四

年

に

ペ

テ

ル

ス
ブ

ル
グ

に

建

て
ら

れ

た

と

い
う

こ

と

は
興

味

あ

る

こ

と

で

あ

る

。

以

上

は

現

在

ソ
ヴ

ィ

エ
ト

連

邦

に
統

治

さ

れ

て

い
る
領

土

に

、

佛

教

が
如

何

に

擴

ま

っ
た

か

を
簡

單

に

述

べ
た

も

の

で
あ

る
。

現

在

で

は
宗

教

的

教

義

と

し

て

の
佛

教

は
、

シ
ベ

リ

ア

に

の

み
存

在

し

て

い

る
。

ソ

ヴ

ィ

エ
ト

の
佛

教

徒

の
宗

教

生
活

に

つ

い
て

は
、

次

章

で

述

べ
た

い
と

思

う

。

佛

教

の

現

況

ソ
ヴ

ィ
エ
ト
國
家
が
共
産
主
義
者
に
よ

っ
て
率

い
ら

れ

て

以

來
、

ソ
ヴ

ィ
エ
ト
に
は
宗
教

の
自
由
は
な
い
と
い
う
誤
ま
っ
た
見

解

が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま

っ
た
く
間
違

っ
て
い
る
。
殆
ん
ど

の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
人
は
無
神
論
者
で
あ
る
が
、
同
時
に
ソ
連
の
す

べ

て
の
市
民
は
自
ら
が
撰
擇
す
る
如
何
な
る
信
仰
を
告
白
し
て
も
よ

い
し
、
多
く
の
宗
教
的
信
仰
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ソ
ヴ

イ
エ
ト
連
邦
共
和
國
と
い
う
國
家
が
種

々
の
國
家
に
よ

っ
て
構
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ぼ
、
ご
く
當
然
の
こ
と
で
あ
る
。

信
者
の
大
部
分
は

ロ
シ
ア
正
教
會
に
屬

し
、
こ
の
教
會
は
禮
拜

堂
を
最
も
多
く
持

っ
て
い
る
。
そ
の
次
に
多
い
の
は
イ
ス
ラ
ム
教

で
あ
る
。
そ
の
他
、
カ
ト
リ

ッ
ク
、
佛
教
、

ル
ー
テ
ル
派
な
ど
も

あ
る
。

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
に
お
け
る
す

べ
て
の
教
會

と
信
仰
は
、
信
者

や
僣
職
者
や
集
會
場
の
多
少
に
關
係
な
く
、
國
家
の
下
で
の
各
宗

教
間

の
夲
等
の
權
利
を
樂
し
ん
で
い
る
。

一
九

一
八
年
早
々
、
ソ

ヴ

ィ
エ
ト
政
府
は
市
民

の
國
家
的
宗
教
的
特
性
を
考
慮
し
て
、
そ

れ
ま
で
の
正
教
會
の
優
勢
を
除
去
し
た
。

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
共
和

國
憲
法
は
す

べ
て
の
市
民
に
良
心
と
宗
教

儀
禮
の
履
行

の
自
由
を

保
障
し
て
い
る
。
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
の
法
律
は
、
宗
教
的
信
仰

へ
の
迫

害
を
信
者
の
感
情
に
對
す
る
侮
辱
と
同
樣

に
禁

じ
て
い
る
。
國
家

は
た
だ

一
つ
の
こ
と
を
要
求
す
る
。
邸
ち
、
宗
教
機
構
は
現
行
法

を
尊
重
し
、
そ
れ
ら
に
何

の
迫
害
も
し
な

い
と
い
う

こ

と

で

あ

る
。ソ

ヴ

ィ
エ
ト
連
邦
に
お
け
る
佛
教
は
'
C
h
ita
州

S

A
g
in
sk

民
族
自
治
管
區
'

Irk
u
ts
k
州
S

B
u
r
y
a
t
民
族
自
治
管
區
、
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自
治
共
和
國
の

一
部

の
人
民
、
即
ち
簡
單
に
い
え
ば
、
東

シ
ベ
リ

ア
に
住
む
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
に
よ
っ
て
信
仰
さ
れ
て
い
る
。
佛
教
は

ま
た
、
↓
⊆
<
僧

や

K
a
lm
y
k

自
治
共
和
國
に
も
擴

が

っ
て

い

る
。
佛
教
寺
院
は
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
の
佛
教
徒
に
よ

っ
て
建
て
ら
れ
た

も

の
で
あ
り
、
彼
ら
は
モ
ン
ゴ

ル
や
チ
ベ
ッ
ト
の
僣
侶
と
似

て
い

る
。

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
に
お
け
る
佛
教
寺
院
は
そ
ん
な
に
多
く
は

な
く
、
例
え
ば
ビ
ル
マ
よ
り
も
ず

っ
と
少
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ソ

ヴ

ィ
エ
ト
連
邦
に
お
け
る
佛
教
の
歴
史
的
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ

る
。
ま
ず
最
初
に
佛
教
は
、
他
の
佛
教
國
に
比

べ
る
と
非
常
に
遲

れ
て
、
ほ
ん
の
二
世
紀
か
ら
二
世
紀
坐
-前
に
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
の
領

域

に
擴
が
り
始
め
た
。

イ
ン
ド
、
ビ
ル
マ
、
ネ
パ
ー
ル
、
カ
ン
ボ

ジ

ア
、
タ
イ
、

セ
イ

ロ
ン
で
發
見
さ
れ
た
壯
大
な
逡
跡
が
二
五
〇

〇
年
以
上
も
前
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
比

べ
る
と
、

そ

の
歴
史
が
如
何

に
新
し
い
も
の
で
あ
る
か
が
わ
か

る

で

あ

ろ

う
。
第
二
に
そ
れ
は
信
者
の
生
活
樣
式
と
非
常
に
關
係
が
あ
る
。

ソ
ヴ

ィ
エ
ト
の
佛
教
徒
の
大
部
分
は
以
前
の
遊
牧
民

で
あ
る
。
ソ

ヴ

ィ
エ
ト
の
權
力
が
及
ん
だ
期
問
だ
け
彼
ら
は
定
住
生
活
を
營
む

こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
最
後
に
、
他
の
國
に
比

べ
る
と
ソ
ヴ

ィ

エ
ト
連
邦

の
佛
教
徒
は
、
驚
く

べ
き
程
少
な
い
と
い
う
理
由
で
あ

る
。

こ

れ

ら

の
理

由

が
、

佛

教

逡

跡

の
建

立

に

影
響

し

た

の

は

當

然

で

あ

る

。

し

か

し

そ

れ

に
も

か

か

わ

ら

ず

、

ソ
ヴ

ィ

エ
ト

連

邦

に

は

二

〇

〇
年

以

上

も

の
歴

史

の

あ

る

佛

教

寺

院

や
僭

院

が

あ

る

の

で

あ

る
。最

近

私

は

、

世

界

で
最

も

深

い
湖

で

あ

る

バ
イ

カ

ル
湖

の
胖

で

シ
ベ

リ

ア

の
山

岳

地

方

に

あ

る

B
u
r
y
a
t
ia

を

訪

れ

た

。

あ

る

日
、

私

は

中

部

H
<
o
侭

9

居

留

地

の
佛

教

僣

院

を

見

學

す

る

こ

と

に
決

め

た

。

私

は

そ

こ

を

訪

れ

る
よ

う

に

と
、

ソ
ヴ

ィ

エ
ト

佛

教

徒

の
首

長

で

あ

る

N
冨

目
げ
9。
1
D
o
r
z
h
i
G
o
m

b
o
y
e
v

に
、

佛

教

徒

世

界

會

議

の
後

で

モ

ス

ク

ワ

で
會

見

し

た

と
き

に
招

待

さ

れ

て

い
た

の

で
あ

っ
た
。

I
v
o
lg
a

佛

教

僣

院

は

、

(
そ
の
地
方

で
は
佛
教
寺
院

と
し
て

d
a
z
a
n

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
)
土
ハ和

國

の

首

都

U
la
n
-
U
d
e

か

ら

約

四

〇

キ

ロ
程

離

れ

た

雪

を

少

し

か

ぶ

っ
た

緑

の
山

々

を

背

景

と

し

て
、

美

し

い
物

静

か

な

谷

間

に

あ

っ
た

。

黄

色

い
法

衣

を

身

に

つ
け

た
僣

が
我

々
を

僭

院

の
門

の
所

で
出

向

え

た

。

恐

ら

く

彼

は

我

々

の
乘

っ
て
來

た

自

動

車

を

後

か

ら

見

た

で
あ

ろ

う
。

我

々

が

一
體

何

者

な

の

か
、

何

を

し

に

來

た

の

か
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尋
ね
も
し
な
い
で
、
彼
は
丁
重
に
門
を
ぐ

っ
と
開

い
た
。
そ
こ
で

私

は
、
彼
に
我
々
が
何
故
こ
こ
へ
や

っ
て
來
た
の
か
を
説
明
し
、

私

が
來
た
こ
と
を

G
o
m
b
o
y
e
v

に
取
り
次

い
で
く
れ
る
よ
う
に

頼

ん
だ
。
僭
は
、
新
來
者
は
す

べ
て
歡
迎
さ
れ
、
しd
9
旨
象
住
㌣
囚
げ
-

a
m
b
o
L
a
m
a

(
ソ
連
の
佛
教
徒
首
長
の
名
稱
)

に
取
り
次

い
で
も

ら
え
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
と
答
え
た
。

僣
院
の
配
置
は
約
三
〇
～
三
五
棟
の
建
物
か
ら
成

っ
て
お
り
、

中

央
に
二
棟

の
明
る
い
色
で
塗
ら
れ
た
寺
院

が

あ

る
。

α
9
墨
昌

に
お
け
る
塔

の
多
く
は
、
南
ア
ジ
ア
、
ま
た
は
東
南

ア
ジ
ア
の
佛

教

徒
が
建
て
た
も
の
と
非
常
に
よ
く
似

て
い
る
。

我

々
は
朝
早
く
到
着
し
た
の
だ
が
、
d
a
z
a
n

に
は
も

う

大

勢

の
人
々
が
い
た
。
聞

い
て
み
る
と
、
信
者
の
大
部
分
が
、
太
陰
歴

に
基
づ

い
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
佛
教
徒
が
靦
う
新
年

の
祭
典
に
參
加

す

る
た
め
に
、
數
日
前
か
ら
こ
こ
に
來
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
行
事
は
普
通
數
日
間
續
く
。
宗
教
儀
式
の
間
に
佛
陀

の
經
典
が
讀
ま
れ
、
彼
の
徳
を
稱
え
る
頌
詩
と
聖
歌
が
歌
わ
れ
、

読
教
が
行
わ
れ
る
。
そ
の
行
事

は
普
通
、

一
日
に
短
い
休
み
時
間

を
何
度
も
入
れ
て
、
早
朝
に
始
ま
り
夜
遲
く
ま
で
續
く
。

良
9。
N
9
昌

に
滯
留
し
た
い
と
き
に
は
、
時

々
二
階
建
て
の
大
き
な
ホ
テ
ル
に

宿
泊
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
も
し
ホ
テ

ル
の
宿
泊
設
備
が

一
っ

も
利
用
で
き
な
け
れ
ば
、
信
者
達
は
ラ
マ
の
家
に
泊
る
こ
と
が
で

き
る
。
三
〇
人
の
僭
が

H<
皀
σq
"
僭
院
の
中

の
寺
に
住

ん

で

お

り
、
そ
れ
は
ソ
連
の
佛
教
徒
中
央
宗
務
委
員
會
に
屬

し
て
い
る
。

大
き
な
建
物
と
し
N
は
'
B
u
ry
a
t
の
佛
教
學
者
に
廣
く
利

用

さ
れ
て
い
る
圖
書
館
が
あ
る
。
そ
の
圖
書
館
は
非
常
に
多
く
の
經

典
を
所
有
し
、
ま
た
禮
拜

の
對
象
と
さ
え
な
っ
て
い
る
。
ま
た
チ

ベ
ッ
ト
、

モ
ン
ゴ
ル
、
イ
ン
ド
、
そ
し
て
中
國
か
ら
の
珍
ら
し
い

寫
本
や
木
版
、
さ
ら
に
は

↓
ユ
且
鼠
冨

の
完
成
し
た
著
作

で
あ

る

一
〇
八
卷
の

O
碧

&
霞

と
二
il五
卷

�

D
a
n
d
ju
r
を
藏

し

て
い
る
。
第
五
代

】)巴
巴

b
餌
目
9
著
述

の

五
卷
は
、
佛
教
徒

の

「
黄
帽
」
派
の
租
師
で
あ
る

↓
ωo
口
αq
犀
げ
9。
b
9

の
著
書
と
同
樣
に

偉
大
な
價
値
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
他
の
興
味
あ
る
書
籍
と
し
て

は
、
有
名
な
イ
ン
ド
の
歴
史
家
で
あ
り
、

哲
學
者
で
あ
る

↓
曽
学

a
n
a
th
a
著
述

の
多
く
の
本
と
、

チ
ベ

ッ
ト
、

モ
ン
ゴ

ル
、
】W鐸
サ

y
a
tia

S
佛
教
僭
院

の
哲
學
的
教
育
體
系

の
創
設
者

O
自
昌
9

①
昌

Z
h
a
m
y
a
n

S
h
a
d
b
a

6
著
書
が
あ
る
。
書
物
は
そ

の

大

部

分

が
、
黄
色
ま
た
は
茶
色

の
絹
に
木
版
印
刷

さ
れ
て
い
て
非
常
に
色

彩
豊
か
で
あ
る
。
現
代

の
書
物
も
ま
た
貴

重
な
も
の
で
あ
る
。
圖
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書

館

に

い
る
僣

は

、

ソ
連

で
發

行

さ

れ

た

佛

教

あ

る

い
は

佛

教

徒

に

關

す

る
す

べ
て

の
文

獻

を

収

集

し

て

い
る

。

彼

ら

は

ω
贄

く
9
-

p
a
毎

R
a
d
h
a
k
r
is
h
n
a
n

博

士

の

「
イ

ン

ド
哲

學

」

と

「
ダ

ン

マ
パ
ダ

」

の

ロ
シ

ア
語

譯

を

持

っ
て

い
る
。

私

は
圖

書

館

を

出

て
、

今
度

は

寺

院

へ
行

っ
た

。

bU
霞

矯
讐

の

職

人

が

こ

の
寺

院

を

、

一
九

四

五

～

四

七
年

の
問

に
建

立

し

た

の

で

あ

っ
た
。

儀

式

は

こ

こ

で

も

行

わ

れ

て

い
て
、

三

〇

人

の
僭

は

す

べ
て
、

そ

し

て

B
a
n
d
id
o
-
K
h
a
m
b
o

L
a
m
a

を

兼

ね

て

い

る

H
<
巳
m
9

僣

院

の
院

長

も

そ

れ

に
參

加

し

て

い
た

。

禮

拜

者

の

幾

人

か

は

一
つ

の
寺

で
所

り

が

す

む

と
、

ま

た

別

の

寺

へ

行

っ

た

。

氣

候

は
非

常

に
寒

か

っ
た

。

零

下

四

〇
度

。

し

か

し
信

者

逹

は

、

寺

か

ら
寺

へ
と
行

く

途

中

で

も

佛

塔

の
前

で

帽

子

を

ぬ

い
で

所

り

の
文

を

讀

ん
だ

。

既

に
私

が

述

べ
た

よ
う

に
、

そ

の
日

は

新

年

と

佛

陀

の
正

覺

を

靦

し

て
、

大

き

な

儀

式

が
行

わ

れ

て

い
た

。

私

は

そ

の
朝

、

僣

が

讀

ん

で

い
る
所

り

の
文

を
私

の
た

め

に
翻

譯

し

て

く

れ

る

よ
う

に

と

頼

ん

だ
。

こ

こ

に

そ

れ

を
記

す

。

『
す

べ
て

の
見

え

る
も

の
、

そ

し

て
見

え

な

い
も

の
、

こ

の

二

つ
は

私

の
す

ぐ

側

に
あ

り
、

ま

た

遠

く

離

れ

て

い

る
。

こ

れ

ら

の
も

の

に
幸

あ

れ
。

そ

し

て
す

べ

て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
喜
び
あ
れ
!
お
互

い
に
傷

つ
け
あ

う
こ
と
な
く
、
輕
蔑
す
る
こ
と
な
く
、
他

人
に
惡
魔
が
來
る
こ
と

を
望
む
こ
と
な
か
れ
。
恰
も
母
親
が
そ

の
子
供
を
救
う
た
め
に
自

分

の
命
を
犠
牲
に
す
る
が
如
く
、
汝
は
す

べ
て
の
生
き
と
し
生
け

る
も
の
を
愛
せ
よ
。
汝
が
何
處
に
い
て
も
、
兄
弟
よ
、
賢
明
な
る

佛
陀
を
想
い
起
し
、
恐
れ
、
疑
う
こ
と
な
か
れ
。』

そ
の
所
り
は
時
々
音
樂
を
俘
う
。
そ
れ
は
私
が
聞

い
た
限
り
で

は
、
ネ
パ
ー
ル
と
チ
ベ
ッ
ト
の
佛
教
僭
院

で
演
奏
さ
れ
る
も

の
と

非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
儀
式
が
行
わ
れ
る

廣

間

は
、
佛

陀
、

M
a
id
a
ri,
T
sa
n
g
k
h
a
p
a
,
そ
し
て
佛
教
徒
の
諸
々
の
守
護
聯

の
繪
画
や
像
で
飾
ら
れ
て
い
る
°
『S
a
n
sa
re
n
-
K
h
u
r
d
e
』

C生

命
の
輪
)
の
色
彩
豊
か
な
絹
の
布
が
、
佛

陀
の
生
涯
を
描

い
た

繪

と
結
び
つ
け
ら
れ
て
天
井
か
ら
釣
下

っ
て

い
る
。
寺
院
の
外
側
は

木
の
彫
刻
で
飾
ら
れ
、
佛
教
徒

の
傳
統
色

で
あ
る
黄
色
と
茶
色
に

塗
ら
れ
て
い
る
。

佛
教
徒
の
長
老
が
宗
教
儀
式
を
始

め
出

し
た
の
で
私
は
そ
れ
が

絡

る
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
二
時
丁
度
に
僣
は
儀
式
を

絡
え
て
家
に
帰

っ
た
。
そ
の
光
景
は
ま
る
で
繪
の
よ
う
で
あ
り
、

私
に
同
行
し
た
寫
眞
家
は
特
に
喜
ん
だ
。
實
に
ま
ぼ
ゆ
い
程
白
い
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雪

を
背
後
に
、
黄
色
と
茶
色
の
法
衣
を
肩
に
ま
と
っ
た
ラ

マ
は
繪

の
よ
う
に
美
し
く
見
え
た
。

私
は
ソ
連
の
佛
教
徒
中
央
宗
務
委
員
會

の
事
務
所
に
招
待
さ
れ

た
°
G
o
m
b
o
y
e
v

は
我
々
を
微
笑
を
も

っ
て
歡

迎
し
て
く

れ
、

質
問
を
浴
び
せ
か
け
た
。
彼
は
、
私
が
旅
行
を
樂
し
ん
だ
か
ど
う

か
、
私
の
見
た
も
の
は
私
が
想
像
し
て
い
た
も

の
と
關
係
が
あ

っ

た
か
、
私
が

B
u
ry
a
tia

を
氣
に
入

っ
た
か
ど
う
か
と

い
う

こ

と
な
ど
を
尋
ね
た
。
彼

の
眞
心
こ
も

っ
た
話
の
途
中
で
、
私
は
ソ

ヴ

ィ
エ
ト
佛
教
徒

の
長
老
に
佛
教
寺
院
と
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
政
府
と
の

關
係
を
話
し
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
ん
だ
。
こ
こ
に
彼

の
言
葉
を
記

す
。

「私
達
の
國
に
は
非
常
に
數
多
く
の
宗
教
や
異
な

っ
た
宗
派
が

あ
り
、
そ
れ
ら
は
す

べ
て
國
家

の
下

で
各
宗
教
閭

の
李
等
の
權
利

を
樂
し
ん
で
い
る
。
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
政
府
は
市
民

の
良
心
の
自
由
を

承
認
し
て
い
る
。
こ
の
權
利
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
土
ハ和
國
憲
法
に

明
記
さ
れ
て
お
り
、
す

べ
て
の
權
威
に
よ
っ
て
維
持

さ

れ

て

い

る
。次

に
我
々
と
の
關
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
私
は
國
家
と
寺
院

の

間

は
完
全
に
う
ま
く

い
っ
て
い
る
と
思
う
。
我
々
は
入
民
の
幸
福

と
繁
榮
を
そ
の
目
的
と
す
る
ソ
ヴ

ィ
エ
ト

の
統
治
方
法
を
深
く
尊

敬
し
、
支
持
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
が
常

に
成
功
す
る
こ
と
を
望

ん
で
い
る
。
こ
こ
に
ソ
連
に
お
い
て
宗
教

の
自
由
が
嚴
し
く
維
持

さ
れ
、
尊
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
事
實
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ

う
。
國
家
權
力
機
關

へ
の
選
擧
は
、

ソ
ヴ

ィ
エ
ト
連
邦
で
、
あ
る

決
ま

っ
た
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。
餌
9
N9
口

の
僣
侶
は
他

の

す

べ

そ

の
人
民
と
同
じ
く
投
票
し
、
選
擧
に
參
加
す
る
權
利
を
持

っ
て

い
る
。
最
近
新
し
い
高
速
道
路
が
我
々
の

ユ
9
N曽
口

へ
の
び
た
。

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
府
は
、
歴
史
的
遺
跡
で
あ
る

O
信
ω
貯
o
o
N奠
の
閃
佛

教
寺
院

に
修
理
の
た
め
の
金
を
拂

っ
て
く
れ
て
い
る
。
我
々
の
要

求
に
よ

っ
て
僣
院
に
は
電
氣
も
取
付
け
ら
れ
た
。
我
々
は
度
々
僭

院
ま
で
燃
料
を
運
ぶ
た
め
の
ト
ラ

ッ
ク
を
政
府
機
關
に
依
頼
す
る

が
、
か
つ
て

一
度
も
斷
ら
れ
た
こ
と
は
な

い
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら

考
え
て
、
我
々
と
政
府
と
の
問

の
眞
實

の
姿
が
お
わ
か
り
で
し
よ

う
。」私

は
大
衆

の
尊
敬
を
集
め
て
い
る

B
a
n
d
id
o
-K
げ
a
m
b
L
a
-

目
9

に
、
ソ
連
に
お
い
て
佛
教
團
體
は
ど

の
よ
う
に
し
て
支
援
さ

れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
組
織
に
つ
い
て
も
話
し
て
く
れ
る
よ

う
に
頼
ん
だ
。
彼
は
次
の
こ
と
を
私
に
話
し
て
く
れ
た
。
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「我

々
は
信
者
の
寄
進
に
よ

っ
て
生
活
し
て
お
り
、

一
度
も
金

に
困

っ
た
こ
と
は
な

い
。
我
々
の
機
關
組
織
に
つ
い
て
い
え
ば
、

そ
れ
は
民
主
々
義
原
理
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
す

べ
て
の
佛
教
徒
を
統
率

す
る
ソ
連
の
佛
教
宗
務
委
員
は
、
僣
職
者
と
信
者
と
の
總
會

で
選

出

さ
れ
る
。
そ
の
委
員
會

は
佛
教
徒

の
宗
教
的
生
活

を

指

圖

す

る
。
す

べ
て
の
佛
教
寺
院
、
僣
院
、
集
會
所
、
そ
し
て
そ
の
他

の

利

盆
は
そ
の
委
員
會
の
統
轄
下
に
あ
る
。

各
々
の
僭
院

の
最
高
諮
問
機
關
と
し
て
長
老
と
信
者
の
評
議
會

が
あ
り
、
こ
れ
ら
も
ま
た
總
會
で
選
擧
さ
れ
る
。

」

私
は
次
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
佛
教
徒

に
よ

っ
て
指
定
さ
れ
て
い
る

宗

教
の
休
日
に
關
し
て
質
問
す
る
と
、

O
o
匿
び
o
団
①
<

は
こ
う
答

え
た
。「

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
に
住
ん
で
い
る
佛
教
徒
に
は
、
国
ぽ
霞
巴
ω

と
呼
ば
れ
る
六
つ
の
重
要
な
祭
典
が
莊
嚴
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
う
ち
の
五
つ
は
佛
陀
を
記
念
し
て
獻
げ
ら
れ
る
も
の
で

あ

り
、

他
の

一
つ
は
有
名
な
佛
教
徒
の
先
驅

者

↓
ωo
口
αq
犀
げ
鋤
b
㊤

に
獻
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
の
名

の
も
と
に
、
現
在
ソ
連

の

佛
教
徒

の
大
部
分
が
住
ん
で
い
る
領
域
に
佛
教
が
普
及
し
た
の
で

あ

る

。
我
々
の
最
も
莊
嚴
な
休
日

は
、

N
9
卷

〒
ω
霞
9

ま
た
は

「
白

い
月
の
休
日
」
と
呼
ぼ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
佛
教
徒
の
暦
に

よ
れ
ば
こ
れ
は
新
年
の
始
ま
り
に
あ
た
る
。

N
①
ひq
鋤
づ
ー
Qっ
9
鑓

は

大
乘
系
佛
教
徒
の
太
陰
暦
の
最
初
の
春

の
月

で
あ
る
。
そ
の
休
日

は
偉
大
な
る
佛
陀
を
記
念
し
て
獻
げ
ら
れ

る
。
N
鋤
σq
9
亭
ω
僧
鐔

の

休
日
の
間
す

べ
て
の
信
者
は
罪
を
清
め
、
來
る
年

の
た
め
に
幸
あ

れ
と
願
う
の
で
あ
る
。

切
q
昌
①
ρ

内
巴
目
鴫
ぎ

目
⊆
三
巳
9。

の
信
者
、

そ
し
て
そ
の
他

の
佛
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
達
は
、
休
日

の
ず

っ
と
前
か
ら
祭
典

の
準
備
に
と
り
か
か
る
。
彼
ら
は
住
居
を
敷
物
や
刺
繍
や
花
で
飾

り
、
道
路
に
も
ま
た
祭
の
た
め
の
準
備
を
し
、
新
し
い
着
物
を
作

る
。

N
9
αq
①
守
ω
輿
o

の
休
日
は
十
五
日
間
續
く
。

「
白

い
月
」

の
第

一
日
目

に
は
、
信
者
逹
が
寺
院
や
僭
院
に
集
ま
り
始
め
る
。
休
日

は

ω
達
9
『
と
い
う
莊
嚴
な
儀
式
に
始
ま
り
、
そ
れ
に
は
僭

院

の

院
長
を
は
じ
め
す

べ
て
の
僣
職
者
、
信
者

が
參
加
す
る
。

ω
置
爰

が
絡

っ
た
後

で
ラ
マ
と
教
區

の
全
信
者
は
寺
院

の
長
老

.0り
げ
貯
o
学

巳
.
に
お
祀

い
の
言
葉
を
述

べ
、
彼
に

囚
び
9
自
餌
閃
9
ω

(豪
華
な
装
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飾
を
施
し
た
特
別
仕
立
て
の
帯
)

の
膾
物
を
わ
た
す
。

こ
の
贈
物
を

わ
た
す
こ
と
は
印
ち
新
年

の
到
來
を
意
味
す
る
。

信
者
達

の
家

の
戸
は

N
9ひq
鋤
〒

ω
9。
蕁

の
休
日
の
間
、
ず

っ
と

開

い
た
ま
ま
に
な

っ
て
お
り
、
客
人
は
心
か
ら
の
歡
迎
の
言
葉
で

迎

え
ら
れ
、
新
年

の
幸
輻
と
繁
榮
を
望
み
、
祭

の
晩
餐
に
招
待
さ

れ

る
。

ラ
マ
と
信
者
逹
は
僭
院
ど
寺
院
で
行
わ
れ
る
苺
日
の
儀
式
に
參

加
す
る
。
頌
詩
と
訓
誡
が
次

々
と
讀
ま
れ
て
宗
教
儀
式
が
行
わ
れ

る
。
大
き
な
寺
院
や
僭
院
の
な
い
遠
方

の
地
域
を
順
次
訪
れ
る
の

も

ま
た
ラ

マ
の
義
務
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
で

N
げ
9
ヨ
び
巴

U
o
嵩
ぼ

Ω
o
ヨ
ぴ
o
宅
①
<

自
身

に
つ

い
て
少
し
読
明
し
た
い
の
で
、
會
見
の
記
事
を
止
ど
め
る
。
彼
は

お
よ
そ
七
〇
歳
で
あ
り
、
し⇔
仁
亳
畧

に
生
ま
れ
、
佛
教

の
信
仰
に

全

生
涯
を
獻
げ
て
來
た
人
で
あ
る
。
彼
が
十
二
歳

の
時
、
兩
親
は

彼

を
僣
院

へ
入
れ
た
。

二
〇
歳
の
時

σq
⑦
び
の冨

の
僭
名
を

受

與

さ
れ
、
そ
の
後

O
o
目
び
o
団
Φ
<

の
名
を
與
え
ら
れ
た
。
長

い
間

N
げ
9
白
び
巴

】)
o
旨
ぼ

O
o
ヨ
び
o
唄
①
<

は

諺
αq
同昌
ω犀

佛
教
僣
院

の

長
老
で
あ

っ
た
。
彼
は

一
九
六
三
年
、
佛
教
會
が
彼
を
ソ
連
の
佛

教
徒
中
央
宗
務
委
員
會

の
議
長
に
選
出
し
た
時
、
僭
侶
生
活
で
の

最

高

位

に
達

し

た
。

現

在

で

は
彼

は

H<
皀
σq
僧

佛

教

僣

院

に

住

み
、

一
般

の
僭

と

一
緒

に
喜

び
も

悲

し

み

も

俘

に
暮

し

て

い
る

。

北

部

佛

教

の
歴

史

と
哲

學

に
關

す

る
造

詣

の
深

い
學

者

で

あ

る

N
げ
9
日

び
9。
一
U
o
旨
ぽ

O
o
日
ぴ
o
く
o
<

は

、

ソ
ヴ

ィ

エ
ト

佛

教

徒

の

間

で

威

光

を

放

っ
て

い

る
。

彼

は

ア

ジ

ア

の
佛

教

國

に
お

い
て
も

そ

の
名

を

知

ら

れ
、

尊

敬

さ

れ

て

お

り
、

ま

た

世

界

李

和
會

議

の

二

員

で

も

あ

る
。

そ

の

高

齡

に
も

か

か

わ

ら

ず

N
げ
9
8

び
巴

U
o
・

嵩
圧

O
o
ヨ
げ
o
賓
①
<

は

、

東

南

ア

ジ

ア

の
同

志

の
信

者

を

訪

れ

る

た

め
長

い
道

程

を

快

く

出

か

け

て

行

く

。

何

故

な

ら
彼

は

自

分

が

そ

う

す

る

こ

と

が
、

戰

爭

の
な

い
地

上

の
李

和

と
、

欲

に
溺

れ

た

心

や
恨

み

の
な

い
、

す

べ

て

の
人

々

の
間

の
友

惰

を

説

い
た

佛

陀

の
偉

大

な
説

法

に
相

應

す

る

と

深

く

信

じ

て

い
る

か
ら

で

あ

る

。

佛

教

徒

世

界

會

議

に
參

加

し

て
、

O
o
ヨ
び
o
く
Φ
<

は

ネ

パ

ー

ル
、

カ

ン
ボ

ジ

ア
、

ビ

ル

マ
、

セ

イ

ロ

ン
、

日

本

、

イ

ン
ド

、

モ

ン
ゴ

ル
、

そ

の
他

の
諸

國

の
佛

教

團

の
指

導

者

達

と
會

見

し

た

。

私

が

同<
9

αq
曽

佛

教

僭

院

の
印

象

に

っ

い

て
述

べ
た

い
こ

と

は

こ
れ

で
す

べ
て

で
あ

る
。

し

か

し

な

が
ら

私

は

佛

教

の
他

の
中

心

地

を

訪

れ

る
機

會

が

あ

っ
た

。

l

O
ぼ

3

地
方

の

〉
ひq
ぎ

ω
犀

民

族

管

區

に
あ

る

〉
ひq
ヨ

ω
吋

山
-



2ゆ

簿
N
9
昌

で
あ
る
。
こ
こ
の
佛
教
寺
院
は
、
〉
σq
同ロ
ω犀

ス
テ
ッ
プ
に

住

む
八
つ
の

ゆ
⊆
煢
讐

部
族
か
ら
の
寄
進
の
金
で
、

ロ
シ
ア
の

建
築
家
に
よ

っ
て

一
八

一
〇
年

に
建
立
さ
れ
た
。
そ
れ
は
現
在
で

も

な
お
堅
牢
で
あ
る
。
そ
こ
は
長

い
間
、
出
版

・
製
本

の
中
心
地

と
し
て
有
名
で
あ

っ
た
。
僭
院
の
中
庭
で
は
、
木
彫
職
人
が
特
別

の
板

の
上
に
原
文
を
彫
り
、
そ
の
上
に
イ
ン
キ
を
塗
り
印
刷
物
を

作

っ
て
い
た
。

チ
ベ
ッ
ト
語
r

モ
ン
ゴ
ル
語
辭
典
、

チ
ベ
ッ
ト
譯

の
佛
教
文
學
と
哲
學
の
記
録
が
、

切
霞
く
讐

の
佛
教
研

究

者

の

獨
創
的
著
述
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
は
非
常
に
古

い
方
法
を
用

い
て

印
刷
さ
れ
て
い
た
。
現
代

の
印
刷
術
の
發
逹
に
件

い
、
こ
の
僭
院

は
以
前

の
名
聲
を
失

っ
た
。

〉
σq
ぎ
ω犀

佛
教
僭
院
は
、
立
派
な
二
階
建
て
で
白
壁
の
チ
ベ
ッ

ト
風
建
物
で
あ
る
。

一
階
に
は
儀
式
の
行
わ
れ
る
大

廣

間

が

あ

り
、
そ
こ
は
無
數

の
佛

像
や

ω
9・
昌
ω9。
お
〒
囚
げ
霞
恥
①
ω

像
や
、

佛
陀
と
そ
の
弟
子
の
生
涯
か
ら
と
っ
た
種
々
の
挿
話
の
繪
で
飾
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た

]≦
巴
住
9
民㌍

↓
ωo
昌
αq
閃
げ
9
娼
9
鴇
]≦
9
甲

甘
曾
⊆

(白
い
冷
た
い
人
)

な
ど
の
他
の
神
々
の
像
も
飾

っ
て
あ
る

偉
大
な
る
佛
陀
の
徳
を
稱
え
た

ωq
び
霞
σq
9
昌

は
信
者
に
深
く
信

仰

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
十
方
世
界
を
照
ら
す
禪
鏡
も
こ
こ
に
保

存

さ

れ

て

い
る

。

二
階

は

、

↓
ω
O
口
σq
犀
び
鋤
ロ
斜

く
僧
ω
鎧
び
帥
づ
山
げ
二

U
げ
9。
同
ヨ

9
匹

暮
陣

そ

の
他

の
諸

師

の
注

釋

や

著

述

や

そ

し

て

多

數

の
佛

教

典

を

収

藏

す

る

圖

書

室

に
占

領

さ

れ

て

い
る
。

そ

こ

に

は
、

チ

ベ

ッ
ト

、

イ

ン
ド

、

セ

イ

ロ

ン
、

ネ

パ

ー

ル
、

中

國

、

そ

の
他

ア

ジ

ア

の
諸

佛

教

國

の
佛

教

徒

の
生

活

を
書

い
た

本

も

あ

る
。

そ

れ

ら

は
主

に
東

南

ア

ジ

ア

の
同

志

信

者

か

ら
贈

ら

れ

た

も

の
で

あ

る
。

寺

院

の
前

に

は
傅

統

を

受

け

繼

ぐ
香

爐

と

、

小

さ

な

ω
⊆
び
霞

σq
①
昌

が
あ

る

。

9

鎚

昌

に

は

こ

の
他

、

た

く

さ

ん

の

ω
q
び
⊆
お

僧
昌

と
佛

塔

が

あ

る
。諺

σq
冒
ω
閃
僭
院
に
お
い
て
は
、
萬
事

が
僭
職
者
と
信
者
の
代
表

者
か
ら
な
る
評
議
會
に
よ
っ
て
運
營
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
委
員
は

信
者
と
ラ

マ
の
總
會
の
時
に
選
擧
さ
れ
る
。

そ
の
議
長
は

しd
霞

・

団
象

の
農
民
の
息
子

0
9
ω
鋤
5
N
ぼ
目
び
9

の
o
口
o
ぼ
閃
o
<

で
あ

る
。
彼
は

一
八
九
九
年
、N
⇔
び
巴
犀
巴
ω閃

に
生
れ
た
。九
歳
の
時
彼

は
チ
ベ
ッ
ト
の
學
校

に
入
學
し
、
そ
こ
で
佛
教
を
勉
強
し
た
。
近

年

O
皀
のき

N
ぼ
ヨ
び
鋤

は
佛
教
の
信
仰

に
獻
身
的
に
仕
え
、
僣

院
に
引
き
籠
つ
た
。

一
九
六
三
年
に

諺
αq
貯
ω
吋
創
9
N①
昌

の
長
老

O
o
ヨ
び
o
図
Φ
<

が
佛
教
徒
中
央
宗
務
委
員
會
の
議
長
に
選
ば
れ
、



c　m

I
v
o
lg
a

僭

院

に

移

住

し

た
。

そ

の
後

を

G
o
n
c
h
ik
o
v

が
繼

い

だ

の
で

あ

る
。

こ

の
僣

院

で
注

目

す

べ
き

も

の

の

一
つ

は
木

で

あ

る

。

そ

の
木

は
聖

な

る
菩

提

の
木

の
種

か

ら

實

を
結

び
、

イ

ン

ド

の
佛

教

徒

の

い
う

と

こ

ろ

に

よ

れ

ば
僣

院

を

象

徴

す

る

も

の

で
あ

る
。

僭

侶

も

信

者

も

そ

の
木

を

敬

っ
て
取

り

扱

い
、

非

常

に
大

切

に

し

て

い

る

。

】3
u
r
y
a
t
ia

の
佛

教

遺

跡

の
う

ち

に

は
、

現

在

修

復

さ

れ

て

い
る

G
u
s
in
o
o
z
e
r
s
k
y

佛

教

僭

院

も

あ

る
。

佛
教
研
究
の
歩
み

數
世
紀
に
わ
た
る
古
代
佛
教
文
化
遺
産
は
、
世
界
中

の
東
洋
學

者

達
に
長

い
間
注
目
を
浴
び
て
き
た
。

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
、

ア
ジ
ア
、

そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
多
勢
の
學
者
が
、
佛
教
國
の
文
學
、
哲
學
、

歴
史
、
そ
し
て
藝
術

の
研
究
の
た
め
に
自
分
ら
の
生

涯

を

獻

げ

た
。

ロ
シ
ア
に
お

い
て
は
、
佛
教
に
對
す
る
注
目
が
西
洋

に
お

い

て
よ
り
も
い
ち
早
く
起

っ
た
。
何
故
な
ら

ロ
シ
ア
南
部
と
東
部
國

境

地
域
に
住
む
人
民
が
、

こ
の
宗
教
を
信
仰
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
私
は
こ
の
佛
教
に
關
す
る
注
目
が
、

一
體

い
っ
始
ま

っ
た
か

は
正

確

に
は

い

え
な

い
が

、

一
七

一
六
年

に

P
e
t
e
r

大

王

が

申

國

と

チ

ベ

ッ
ト

の
佛

教

を
研

究

す

る
た

め

に
、

僣

侶

使

節

を
北

京

へ
派

遣

し

た

こ

と

は

よ
く

知

ら

れ

て

い
る
。

そ

の
使

節

團

の

一
人

は

、

初

め

て

ロ

シ

ア
語

で
佛

陀

の
生

涯

を

著

し

た
。

ロ
シ

ア

の
歴

史

家

と

し

て
有

名

な

O
°M

ille
r

も

ま

た

、

佛

教

を
研

究

し

た

。

佛

教

宇

宙

論

、

彫

像

研

究

、

佛

教

僣

院

内

の
生

活

、

そ

し

て

シ

ッ

ダ

ル

タ

王

子

ゴ

ー

タ

マ
ブ

ッ
ダ

の
傳

記

が

、

ロ
シ

ア
學

士
院

に

よ

っ
て
書

か

れ

た

。

そ

の
他

多

勢

の

ロ

シ
ア

の
科

學

者

が
佛

敏

に
興

味

を
示

し

た

。

ロ

シ

ア

に
お

け

る
佛

教

研

究

の
土

臺

は
、

ロ
シ

ア

の
東

洋

研

究

に
關

し

て

意

欲

的

で
最

も

有

名

な

學

者

の

一
人

で

あ

る

學

土

院

V
a
s
s
il
y

V
a
s
s
i
liy
e
v

に

よ

っ
て
成

さ

れ

た

。

書

記

の
息

子

S

V
a
s
s
iliy
e
v

は

、
一
八

一
八

年

二
月

二
〇

日

、

N
iz
h
n
i
N
o
v
g
o
r
o
d

に
生

れ

た

。

一
六
歳

の
　

K
a
z
a
n

大

學

の

哲

學

部

東

洋

學

科

に

入

學

し
、

そ

こ

で

モ

ン
ゴ

ル
語

を

勉

張

し

た
°

V
a
s
s
iliy
e
v

は
、

モ

ン
ゴ

ル

に
關

し

て
は

有

名

な
專

門

家

N

あ

る

O
.K
a
v
a
le
v
s
k
y

に
師

事

し

た

°

K
a
v
a
le
v
s
k
y

S
助

1j11II
に

よ

っ
N

V
a
s
s
il
iy
e
v

は

當

時

ま

っ
た

く

未

調

査

で

あ

っ
た

東

洋

思

想

、

特

に

佛

教

の
問

題

を

取

り

上

げ

た
。

<
9
ω
ω
ま

嘱
⑦
<



　M

は

モ
ン
ゴ
ル
の
源
を
研
究
し
始
め
、
や
が
て

一
九
歳

の
時
、
修
士

課

程
と
し
て

「佛
教
徒
の
精
禪
、
A
lta
n
G
e
r
ela

S
業
績
」
と

題
す
る
論
文
を
出
す
こ
と
が
で
き
た
。

佛
教

の
よ
り
深

い
知
識
を
得
る
た
め
、

<
僧
ωω
圃一ぐ
①
<

は
モ
ン

ゴ

ル
に
行
き
、

一
八
四
〇
年
北
京

へ
の
僣
侶
使
節

の

一
員
と
し
て

そ

こ
で

一
〇
年
過
し
た
。
中
國
で
彼
は
チ
ベ
ッ
ト
語
、
中
國
語
、

そ
し
て
梵
語
を
修
得
し
た
。

疲
れ
を
知
ら
ぬ
研
究
者

く
9
ωω臣
団
Φ
<

は
、
イ
ン
ド
、

チ
ベ
ッ

ト
、
中
國
で
佛
教
に
關
す
る
多
く
の
貴
重
な
資
料
を
収
集
し
た
。

彼

は
、
哲
學
や
歴
史
に
關
す
る
中
國
、

チ
ベ

ッ
ト
の
多
く
の
書
物

の
抄
録
だ
け
で
な
く
、
中
國
の
佛
教
聖
典

の
頌
詩
を
全
部
翻
譯
し

た
も

の
、
抄
本
や
評
論
を
ロ
シ
ア
に
持
ち
歸

っ
た
。

国
①
N9
口

へ

歸

や
い
な
や

く
9
ωω鵠
貯
①<

は
、
中
國
語
と
滿
洲
語
の
權
威
と
な

り
教
授
に
な

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
彼
は
そ
こ
に
は
永
く
滯
ら
ず

に
、

一
八
五
五
年
に

ω
什.
P
e
te
r
sb
u
rg

へ
引

越
し
た
。

こ

こ

で
彼

は
、
生
涯
中
で
最
も
充
實
し
た
時
期
を
迭

っ
た
。
彼
は

「
佛

教

哲
學
の
基
礎
に
つ
い
て
」
と
い
う
博
士
論
文
を
發
表
し
、

ロ
シ

ア
科
學
學
士
院
の
準
會
員
に
選
ぼ
れ
、
そ
し
て
死
ぬ
直
前
に
は
正

會
員
に
選
ぼ
れ
た
。
彼

の

「
佛
教
、
そ
の
教
義
、
歴
史
、
そ
し
て

文

學

に

關

す

る
」

驚

異

的

な

著

作

は
、

一
八

七

八
年

に
發

行

さ

れ

て
、

佛

教

研

究

に

と

っ

て
重
要

な

資

料

を
提

供

し

た

。

V
a
s
s
iliy
e
v

S
現

存

の
著

作

の
中

最

も

大

部

な

も

の

は
、

佛

教

術

語

辭

曲
,
の

M

a
k
h
a
v
ju
t
p
a
t
t
i

の
注

釋

で
、

そ

れ

に

は

M

a
k
h
a
v
ju
tp
a
t
t
i
に
出

て
く

る
九

五

六

五

の
佛

教

用

語

の
itt
�

し

い
読

明

が

な

さ

れ

て

い

る
。

ま

た

「
佛

教

文

獻

の
諸

學

派

の

概

觀

」

、

「
チ
ベ

ッ
ト

佛

教

の
歴

史

」

、
そ

し

て

r
T
a
r
a
n
a
th
a

著

述

の

イ

ン

ド
佛

教

の
歴

史

の

ロ

シ

ア
語

譯

」

の
原

稿

も

現

存

す

る
。V

a
s
s
il
iy
e
v

S
著
作

は

佛

教

研

究

に

と

っ
て
、

非

常

に

大

き

な

重
要

性

を

も

っ
て

い
た
。

「
佛

教

の

一
般

的

概

説

」

は
彼

の
佛

教

觀

を
簡

潔

に

述

べ
た

も

の

で

あ

り

、

大

膽

な
假

説

と

原

典

解

釋

に

よ

る
新

し

い
思

想

を

含

ん

で

い
る

。

フ
ラ

ン

ス

の
科

學

者

同

B
u
r
n
o
u
f

S
基

礎
的

業

績

と

と

も

に

、

そ

れ

は

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

に

お

け

る
佛

教

の
科

學

的

研

究

の
基

礎

と

な

っ
た

。

V
a
s
s
i
liy
e
v

は

一
九

〇

〇

年

四

月

二

七

日

、
ω
け
P゚
e
te
r
s
b
u
r
g

で

八

二
歳

の
生

涯

を
絡

え

た

。

彼

の
名

聲

は
、

彼

が

偉

大

な

業

績

を
殘

し

た

ロ
シ

ア

の
東

洋

研

究

の
發

展

と

と
も

に
永

久

に

忘

れ

ら

れ

な

い
で

あ

ろ

う

。
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政

治

評
論

家

、

旅

行

家

と

し

パ

天

賦

の
才

あ

る

有

名

な

ロ

シ

ア

の
東

洋

學

者

H
<
9
ロ

]≦
貯

9
く
①
<

は
、

<
鋤
ω
忽
嵩
く
o
<

の
弟

子

で

あ

り

、

師

が
始

め

た

研

究

を

續

け

た

。

]≦
言

昌

①
<

は

、

當

時

V
a
s
s
iliy
e
v

が
教

授

を

し

て

い
た

QD
梓
゜

P
e
t
e
r
s
b
u
r
g

大

學

の

東

洋

語

學

科

に

學

び

、

若

き

M

in
a
y
e
v

が
佛

教

の
教

理

や
哲

學

に
大

き

な

興

味

を

持

つ
よ

う

に

な

っ
た

の

は

、

彼

の
師

の
影

響

で
あ

っ
た
。

し

か

し

な

が
ら

、

M

in
a
y
e
v

は
自

ら

の
道

を

開

い
た
。

彼

以

前

の

ロ
シ

ア

の
科

學

者

は

北

傳

の
佛

教

に

關

す

る
研

究

は

し

て

い

た

け

れ

ど
も

、

南

傳

の
佛

教

は

あ

ま

り

注

目

し

な

か

っ
た

。

同く
讐

n

1V
I
in
a
y
e
v

は

お

そ

ら

く

、

南

傳

佛

教

研

究

と
名

づ

け

ら

れ

て

い

る

ロ

シ
ア

の
佛

教

徒

研

究

に

お

け

る
新

し

い
研

究

法

を

創

始

し

た

最

初

の

ロ

シ

ア
學

者

で

あ

っ
た

ろ
う

。

彼

は
プ

ラ

ー

ク

リ

ッ
ト

や

現

代

イ

ン
ド

語

は
勿

論

の

こ
と

、

南

傳

佛

教

の
古

代

文

學

遺

文

の
書

か

れ

て

い

る

サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

や

パ

ー

リ

の
研

究

に
多

く

の

時

聞

と

勞

力

を

注

ぎ

込

ん
だ

。

一
八

六

二
年

、

大

學

を
卒

業

後

、

H
<
き

寓

ぎ
9
く
Φ
<
は

西

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
佛

教

研

究

者

の
著

作

を

研

究

す

る

た

め

に
、

海

外

へ
出

む

い
た

。

彼

は

五

年

間

、

英

國

博

物

館

、

ベ

ル
リ

ン
大

學

、

そ

し

て
パ
リ
國
立
圖
書
館
で
、
パ
ー
リ
語

の
資

料
を
研
究
し
な
が
ら
働

い
た
。
彼
は
、
後
年
同
輩
の
學
者
達
を
驚

か
せ
た
博
學
の
基
礎
を

そ
こ
で
身
に
つ
け
た
の
で
あ

っ
た
。

一
八
六
七
年
歸
郷
後
、
彼
は
佛
教
徒
聖
典
譯

本
、

「℃
鐔
二
目
・

o
k
sh
a
S
u
tra
」
と
題
し
た
第

一
作
を
發
表
し
た
。
こ
の
多
才
な

研
究
者
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
佛
教
古
代
遺
物

の
研
究
は
、

ロ
シ
ア

の
佛
教
研
究
に
と
っ
て
ま

っ
た
く
す
ば
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

歴
史
、
言
語
、
そ
し
て
イ
ン
ド
の
民
族
傳
詭

に
興
味
を
持

っ
た
彼

は
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
お

い
て
、
傳
説
が
重
要
な
役
割
り
を
は
た

す
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
何
故
な
ら
、
宗
教
は
傳
詭
を
通
し
て

そ
の
哲
學
教
理
大
系
が
身
近
な
も
の
と
な

っ
て
く
る

か

ら

で
あ

る
。
佛
教
徒
聖
典

に
も
ま
た
、
傳
説
や
、
寺
院
を
飾
る
挿
書
が
た

く
さ
ん
あ
る
。

同く
9
昌
罎
巨
9
賓
Φ
<

は
そ
れ
ら
を
注
意
深
く
研
究

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
佛
教
の
複
雜
な
哲
學
的
教
理
を
よ
り
深
く

理
解
す
る
に
至

っ
た
。

し
か
し
こ
の
傳
詭
の
研
究
は
、

M
in
a
y
e
v

S
最
大

の
問
題
で

は
な
か
っ
た
。
彼

の
創
造
的
研
究
は
、
殆

ん
ど
全
面
的
に
佛
教
の

歴
史
と
そ
の
哲
學
に
費
さ
れ
た
。

「
佛
教
、
そ
の
研
究
と
資
料
」

は
非
常
に
多
く
の
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
と
パ
ー
リ
原
典

に
基
づ
く
も
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の

で

あ

り

M

in
a
y
e
v

S
中

心

作

で

あ

る
。

こ

の
著

作

で
、

彼

は
讀

者

に
、

「
佛

教

の
發

展

に
お

け

る

一
般

的

概

論

」

を
與

え

る

こ

と

を

意

圖

し

た

と
1j11L
っ
た

°

I
v
a
n

M

in
a
y
e
v

6

よ

う

な

偉

大

な

人

の

み

が
、

こ

の
よ

う

な

複

雜

な

問

題

に
取

り
組

む

こ

と

が

出

來

た

の

で
あ

る
。

そ

の
著

作

は
、

東

洋

研

究

の
寳

庫

に
と

っ
て

輝

か

し

い
發

展

で

あ

り

、

現

在

も

な

お

貴

重

性

を
失

っ
て
は

い
な

い
。

一
八

七

六
年

、

彼

は

ア

ジ

ア

へ
最

初

の
旅

行

を

計

謁

し
、

セ

イ

ロ
ン

で
佛

教

徒

の
聖

地

と
佛

教

美
術

の
遣

跡

を

訪

れ

た

。

彼

は

ま

た

イ

ン

ド

の
聖

な

る
遣

跡

と

ネ

パ

ー

ル

の
佛

教

に
精

通

す

る

よ

う

に
な

っ
た

。

一
八

七

九
年

に

は

イ

ン

ド

へ
二
回

目

の
旅

行

を

行

い
、

そ

し

て

一
八

八

五
年

に

は

ア

ジ

ア

へ
三
回

目

の
旅

行

を

行

っ

た
°

M

in
a
y
e
v

6
旅

行

記

(
そ
れ
ら
は

一
九
五
五
年
、

ソ
ヴ

ィ
エ
ト

連
邦

で
再
版
さ
れ
た
)

は

、

非

常

に
興

味

深

い
も

の

で

あ

る
。

旅

行

中

'

Iv
a
n

M

in
a
y
e
v

は
佛

教

文

化

と

美

術

の
逸

品

を

収

集

し
、

そ

れ

ら

は
現

在

、

大

切

に

ソ
連

科

學

ア

カ
デ

ミ

ー

の
人

類

學

民
族

學

博

物

館

、

お

よ

び

レ

ニ

ン
グ

ラ

ド

州

立

圖

書

館

の
資

料

室

に

保

存

さ

れ

て

い
る
。

I
v
a
n

M

in
a
y
e
v

は
若

く

し

て
死

ん

だ

た

め

(
四
九
才
)
、

よ

り
注

目

す

べ
き

著

作

や
計

畫

は
打

ち

切

ら

れ

た

け

れ

ど

も
、

彼

は

=

二
〇

以

上

も

の
著
作

を

殘

し

た
。

「
佛

教

の
資

料

と

記

録

」

と

題

す

る
収

集

は
、

彼

の
死

後

に
'

弟

子

S
e
r
g
e
i

O
ld
e
n
b
u
r
g

に
よ

っ
て
出

版

さ

れ

た

が
、

I
v
a
n

M

in
a
y
e
v

S
佛

教

研

究

に

と

っ
て
最

大

の
業

績

は
、

彼

が

初

め

て
、

ロ

シ

ア
と

西

洋

の
學

者

を

佛

教

の
哲

學

大

系

に
注

目

さ

せ

た

と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

世

界

中

の
東

洋

學

者

に

そ

の
名

を
知

ら

れ

て

い
る

S
e
r
g
e
i
O
-

ld
e
n
b
u
r
g

(
1
八

六
三
ー

一
九

三
四
)

は
、

彼

の
師

I
v
a
n

M

in
a
-

y
e
v

と

同

じ
く

、

佛

教

民

族

文

學

と

美

術

の
歴

史

研

究

に

そ

の

生

涯

を
獻

げ

た
も

う

一
人

の
偉

大

な

ロ

シ

ア
人

の

ソ
ヴ

ィ

エ
ト

學

者

で

あ

る
。

一
八

八

一
年

、

中

等

學

校

を

優

等

で
卒

業

し

た

O
ld
e
n
b
u
r
g

は

S
t
.
P
e
te
r
s
b
u
r
g

大

學

の
東

洋

學

部

に

入

學

し
、

そ

こ

で

V
a
s
s
ily

V
a
s
s
il
iy
e
v

や

Iv
a
n

M

in
a
y
e
v

S
よ

う

な

有

名

な
學

者

の
も

と

で
、

ペ

ル

シ

ア
語

と

サ

ン

ス

ク

リ

ッ
ト

語

を

勉

強

す

る
幸

運

に
惠

ま

れ

た

。

彼

は

、

「
。フ
ラ

ー

ク

リ

ッ
ト
方

1j≫�

M

a
g
a
d
h
i

S
音

聲

學

と
言

形

論

の
概

読

」

と

題

す

る
論

文

を

提

出

し
、

大

學

を

卒

業

し

た
後

も

佛

教

の
原

典

研

究

を

續

け

た

。

一
八

九

四
年

に
彼

は

、

佛

教

傳

説

「
B
h
a
d
r
a
k
a
lp
a
v
a
d
a
n
a
,J
a
t
a
k
a
m
a
la
」

を
取

り

扱

っ

た



鍵

論

文

で

修

士
課

程

を
得

た

。

S
e
r
g
e
i
O
ld
e
n
b
u
r
g

は

、

イ

ン

ド

の
民

間

傳

承

に
關

す

る

豊

富

な

知

識

に

よ

っ
て
、

有

名

な

bd
げ
9
昏

巳

の
塔

と

ジ

ャ
ワ

の

B
o
r
o
b
o
d
u
r
a

S
逶

跡

に
書

か

れ

た

繪

謁

の
意

味

を
解

明

す

る

こ

と

が
出

來

た

。

彼

は

ま

た

、

原

始

イ

ン
ド

民

俗

詩

に

つ

い

て
も

研

究

し
、

「
佛

教

文

學

に

お

け

る

M

a
h
a
b
h
a
r
a
t
a

S
問

題

に

つ

い
て
」

と

題

す

る
著

作

は

、

非

常

に
興

味

深

く

重

要

な

も

の

で
あ

る
。

中

央

ア

ジ

ア

の

土

の
中

で
發

見

さ

れ

た

樣

々

の
言

語

で
書

か

れ

た
古

代

資

料

の
抄

録

の
解

讀

と

注

釋

に

關

す

る

彼

の
著

作

も

ま

た

、

極

め

て
貴

重

な

も

の
で

あ

る
。

こ

の
分

野

に

お

け

る
彼

の
主

な

業

績

は
、

カ

ロ
シ

ュ
テ

ィ
で

書

か
れ

た
寫

本

、

お

よ

び

「
U
び
・

a
m
m
a
p
a
d
a
」

S
最

も

古

代

の
。フ
ラ

ー

ク

リ

ッ
ト

の
翻

譯

を

含

む

寫

本

の
分

析

で

あ

る
。

一
八

九

七
年

、

O
缸
⑦
昌
び
二
村
αq

は

「
B
ib
lio
t
e
k
a

B
u
d
d
h
ik
a
」

と

い
う

シ

リ

ー
ズ

集

を

出

版

し

始

め

、

そ

の
中

で
、

北

傳

と
南

傳

佛

教

の
哲

學

、

あ

る

い

は
宗

教

に

關

す

る

多

數

の
書

物

を

出

版

し

た
。

ロ
シ

ア
人

の
み

な

ら

ず

、

ア
ヵ

デ

ミ

ー
會

員

○
缸

Φ
昌
び
霞

oq

に

率

い
ら

れ

た
世

界

中

の
有

名

な
佛

教

研

究

者

が
、

こ

の
仕

事

を

手

傳

っ
た

。

現

在

ま

で

に

、

こ

の

シ
リ

ー
ズ

の

三

〇

卷

以

上

が
出

版

さ

れ

て

い
る
。

こ

の
東

洋

研

究

の
業

績

に
よ

っ
て
、

彼

は

英

國

ア

ジ

ア
學

會

と

フ
ラ

ン

ス

ア

ジ

ア
學

會

の
名

譽

會

員

に

選

ば

れ

た

。

彼

は

ま

た

、

ハ
イ

デ

ル

ベ

ル

ク

の
佛

教

文

學

研

究

會

の
名

譽

會

長

に

も

選

ぼ

れ

、

ベ

ル
リ

ン

と
ゴ

ッ

チ

ン
ゲ

ン

の

ア

カ

デ

ミ

ー

會

員

や

イ

ン
ド

考

古

學

學

會

の
名

譽

會

員

と

も
文

通

し

て

い
た

。

さ

ら

に

ア

ヵ

デ

ミ

ー
會

員

S
e
r
g
e
i

O
ld
e
n
b
u
r
g

は

、

晩

年

に

は

ソ
連

科

學

ア

カ

デ

ミ

ー
東

洋

研

究

所

の
所

長

を
務

め
た

。

北

カ
ザ

フ

ス
タ

ン

の

切
o
H
o
<
o
団
①

居

留

地

か

ら

あ

ま

り

遠

く

な

い
、

松

の
木

立

の
近

く

に

あ

る

上

品

な

笠

石

の

墓

に

次

の
碑

文

が

記

し

て
あ

っ
た
。

「
彼

は

、

イ

ン
ド

の
古

代

思

想
家

達

の
英

知

を

詛

國

に
説

い
た
。

」

そ

の
墓

の
下

に

は

、

イ

ン

ド

と
東

南

ア

ジ

ア

の
佛

教

研

究

に

生

涯

を
獻

げ

た

F
y
o
d
o
r

S
h
c
h
e
r
b
a
t
s
k
o
i

が

眠

っ
て

い

る
。

將

校

の
息

子

F
y
o
d
o
r
I
p
p
o
li
to
v
ic
h

S
h
c
h
e
r
b
a
ts
k
o
i
は

、

一
八

六

六

年

九

月

一
六

日

、

と

あ

る
小

さ

な

ロ
シ

ア

の

村

に

生

れ

た

°

T
s
a
r
s
k
o
y
e

S
e
lo

S
中

等

學

校

を
絡

え

た

後

、

彼

は

S
t
.P
e
t
e
r
s
b
u
r
g

大

學

の
歴

史

哲

學

部

に

入

學

し
、

そ

こ

で

H
<
・

a
n

M

in
a
y
e
v

S
言

語

學

と

サ

ン

ス

ク

リ

ッ
ト
til�
の
講

義

に

出
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席

し
た

°

M

in
a
y
e
v

が

イ

ン
ド

と
ビ

ル

マ
に
旅

行

$

'

S
h
c
h
-

e
r
b
a
t
s
k
o
i

は

S
e
r
g
e
i
O
ld
e
n
b
u
r
g

の
も

と

で
勉

強

し
、

こ

の

二
人

の
大

學

者

に
影

響

さ

れ

て

、

彼

は

一
生

を

佛

教

哲

學

の
研

究

に

獻

げ

る

こ

と

に

決

・19
し

た
。

何

故

な

ら

彼

は

、

そ

の
研

究

に

イ

ン
ド

文

化

の
最

大

の
偉

業

の
本

質

が

潜

ん

で

い
る

と

考

え

た

か

ら

で

あ

る

。

一
九

一
〇

年

、

彼

は

さ

ら

に
佛

教

を

研

究

す

る

た

め

イ

ン

ド

へ

渡

っ
た

。

彼

は

こ

の
旅

行

中

、

ボ

ン
ベ

イ
、

カ

ル

カ

ッ
タ

、

ベ

ナ

レ

ス
、

そ

の
他

を

訪

れ
非

常

に
興

味

を

深

め
、

い

っ
も

深

い
感

銘

を

も

っ
て

そ

れ

を

回

想

し

た

。

彼

の

關

心

と

す

る
も

の

は

、

主

に

佛

教

と
古

代

イ

ン

ド
資

料

の
研

究

で

あ

っ
た

。

彼

は

べ

レ

ナ

ス

で
、

高

い
教

養

あ

る

イ

ン
ド

の
學

者

に

つ

い

て
研

究

し

な

が

ら

數

ケ

月

を

過

し

た

。

S
h
c
h
e
r
b
a
t
s
k
o
i

S
佛

教

と

イ

ン

ド
論

理

學

に

關

す

る

最

初

の
小

論

文

は

、
す

ぐ

さ

ま

注

目

を

引

い
た
。

そ

の
中

で
彼

は

、
あ

る

東

洋

學

者

の
、

イ

ン

ド
哲

學

は

ギ

リ

シ

ア
哲

學

を

そ

の
基

盤

と

す

る

と

い
う

主

張

に
反

封

し

、

イ

ン
ド

哲

學

と
論

理

學

は

イ

ン

ド

の

地

で
排

他

的

に
發

展

し

た

も

の

で

あ

り

、

イ

ン

ド

人

の
精

神

の
獨

立
的

業

績

の
結

果

で

あ

る

と

い
う

こ

と

を

證

明

し

よ

う

と

し

た

。

j
年

後

に

S
h
c
h
e
r
b
a
t
s
k
o
i
は
、

「
後

期

の
佛

教

教

理

に

よ

る

認

識

と
論

理

の
理

論

」

の
最

初

の
部

分

を

出

版

し

た

。

佛

教

論

理

學

の
歴

史

と

理

論

の
系

統

的

根

據

を

書

い
た

二
番

目

の

部

分

は

、

一
九

〇

九

年

に

出

版

さ

れ

た

。

こ

の

S
h
c
h
e
r
b
a
ts
k
o
i

S

後

期

佛

教

の
論

理
學

に

關

す

る
最

初

の
著

述

は
、

世

界

に

認

め
ら

れ

て

ド

イ

ツ
語

と

フ
ラ

ン

ス
語

に
翻

譯

さ

れ

た

。

ア

カ

デ

ミ

ー
金
日
員

S
h
c
h
e
r
b
a
t
s
k
o
i

S
佛

教

哲

學

の
古

曲
ハ
と

な

っ
て

い
る

主

な

著

作

は
、

一
〇

月

革

命

の
後

に
書

か

れ

た

も

の

で

あ

る
。

そ

の
中

に

は

、

「
佛

教

の
中

心

概

念

と

..∪
げ
霞

§

笹
.

の
意

味

」

(
一
九

二
四
)
、
「
佛

教

の
涅
槃

の
概

念

」
、
N
a
gq
a
r
d
ju
n
a

著

述

の

「
相

關

性

の

理

論

」

の
第

一
章

か
ら

二

五

章

ま

で

の

翻

譯

、

そ

し

N

C
h
a
n
d
r
a
k
ir
t
i

の

注
釋

の
翻

譯

な

ど

が

あ

る
。

し

か

し

F
y
o
d
o
r

S
h
c
h
e
r
b
a
ts
k
o
i

S
著

作

の
中

、

最

も

重

要

で

基

本

的

な

も

の
は

、

一
九

三

〇

年

と

一
九

三

二
年

に

出

版

さ

れ

た

「
佛

教

論

理

學

」

二
卷

で

あ

る
。

佛

教

學

者

達

は
、

非

常

に

多

く

の
資

料

を
用

い
、

ま

た

そ

れ

を

巧

み

に
處

理

し

て

い

る

こ

の

本

を
賞

讃

し

た
。

そ

れ

に

は

約

五

〇

冊

の
サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

語

と

チ

ベ

ッ
ト

語

の
原

典

が

引

用

さ

れ

て

い
る

。

こ

の
漠

大

な
貴

重
資

料

と
、

西

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
、

イ

ン
ド

、

日

本

、

そ

し

て

ロ
シ

ア

の
學



%

者

逹

の
研

究

發

展

に
基

づ

い

N
'

S
h
c
h
e
r
b
a
t
s
k
o
i

は
、

佛

教

論

理

學

は

「
イ

ン
ド

哲

學

の
長

期

發

展

の
最

高

峯
」

の
も

の

で

あ

り
、

ま

た

そ

れ

は

ギ

リ

シ

ア
論

理

學

か

ら

獨

立

し

た

'

完

全

に

獨

創

的

な

も

の
で

あ

る

こ

と

を
證

明

し
た

。

有

名

な

イ

ン

ド

の
學

者

U
°
乞
.
S
h
:a
s
t
r
i
は

「
佛

教

論

理

學

」

を

評

し

て

、
そ

れ

は

U
茜

-

旨
9。
槻
曽

の
哲

學

派

の
秘

め
ら

れ

た
寳

を

見

せ

る

の

み

な

ら

ず

、
q
位

d
y
o
t
a
k
a
r
a
,

V
a
c
h
a
s
p
a
t
im
is
r
a
,

D
ja
y
a
n
t
a
,

D
ja
y
a
n
a

そ

の
他

の
論

者

の
原

典

の
批

評

注

釋

を

も

含

ん

だ
驚

く

べ
き
書

物

で
あ

る

と

述

べ
た

。
他

の
學

者

誰

一
人

と

し

N

'
S
h
c
h
e
r
b
a
t
s
k
o
i

程

、

佛

教

哲

學

を

深

く

理

解

す

る

こ

と

は
出

來

な

か

っ
た
。

ω
亭

a
s
tr
i
博

士

も

ま

た

、

イ

ン
ド

人

は

F
y
o
d
o
r
S
h
c
h
e
r
b
a
t
s
k
o
i

の

記

念

碑

を

作

り
、

イ

ン

ド
哲

學

思

想

の
發

展

に

貴

重

な

貢

獻

を

し

た

人

物

を

生

み

出

し

た
彼

の
國

家

に
對

し

て
、

繦

大

な

る
謝

意

を

表

す

と

述

べ
た

°

J
a
w
a
h
a
r
la
l
N
e
h
r
u

は

そ

の
著

「
イ

ン

ド

發

見

」

N

'

S
h
c
h
e
r
b
a
t
s
k
o
i

を

イ

ン

ド
哲

學

の
世

界

的

權

威

者

と
呼

ん

で

い
る
。

S
h
c
h
e
r
b
a
t
s
k
o
i
は

生

涯

を

佛

教

哲

學

の
研

究

に
迭

っ
た

が

、

一
方

ま

た

歴

史

や
文

學

に
も

興

味

を
持

っ
て

い
た
。

彼

は
サ

ン

ス

ク

リ

ッ
ト
語

か

ら

、

「
一
〇

人

の

王
子

の
冒

險

」

'

;
P
a
n
c
h
a
-

n
t
a
n
tr
a
」

、

そ

の
他

を

翻

譯

し

た

。

五
年

間

(
一
九

三

一
r

三

四

と

一
九

三

八
)

彼

は

「
A
r
t
h
a
s
h
a
s
t
r
a
」

S

a
シ

ア
語

譯

に

携

わ

っ
て

い
た

若

い
ソ
ヴ

ィ

エ
ト

の
研

究

者

の
指

導

に

あ

た

っ

た

。彼

の
著

作

に

は

す

べ

て
、

東

洋

民

族

と

そ

の
傳

統

あ

る
文

化

に

對

す

る
慈

愛

が

浸

透

し

て

い
る

。

彼

は
佛

教

研

究

の
た

め

に
す

べ

て
を

獻

げ

、

ま

た

そ

れ

に

人

生

の
目

的

を

見

い
出

し

た

。

S
h
c
h
e
r
b
a
t
s
k
o
i
は

ま

た

、

す

ぐ

れ

た

師

で

も

あ

っ
た
。

彼

は
、

彼

が

始

め
た

古

代

東

洋

哲

學

の
研

究

を

續

け

て

い
る

だ

け

で

は

な

く

、

現

在

世

界

中

で

、

佛

教

研

究

の
指

導

權

を

握

っ
て

い

る

學

派

を
創

設

し

た

多

數

の
才

能

あ

る
東

洋

學

者

を

指

導

し

た
。

そ

の
秀

N
た

業

績

を

認

め

5̂
れ

N

F
y
o
d
o
r
S
h
c
h
e
r
b
a
t
s
k
o
i

は
、

ロ

ン

ド

ン

ア

ジ

ア
學

會

、

ベ

ル

リ

ン
東

洋

學

會

、

パ

リ

ア

ジ

ァ
學

會

な

ど

諸

外

國

の
東

洋

學

會

の
名

譽

學

員

に

選

ば

れ

た

。

そ

し

て

ま

た

、

ゴ

ッ

チ

ン
ゲ

ン

の

ア

カ

デ

ミ

ー
會

員

に

も

認

め

ら

れ

た

。

現

代

の
佛

教

歴

史

書

は

、
決

し

て
彼

の
名

前

と
業

績

を
見

落

す

こ

と

は
出

來

な

い
。

彼

は

一
九

四

四

年

に

死

ん
だ

。

も

し
我

々

が

、

世

界

で
最

も

優

秀

な
佛

教

學

者

の

一
人

で
あ

る

X
u
r
i
R
o
e
r
ic
h

に
注

目

し

な

か

っ
た

ら

、

私

の

こ

の
概

説

は
完
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全

な

も

の

と

は

い
え

な

い
で

あ

ろ

う

。

Y
u
r
i
R
o
e
r
ie
h

は

ロ
シ

ア

で
英

才

教

育

を

受

け

、

ロ

ン

ド

ン
、

パ

リ
、

そ

し

て

ア

メ

リ

カ

で

そ

の
博

學

を
完

成

し
た

。

彼

は

多

年

の
間

、

モ

ン
ゴ

ル
、

中

國

、

チ

ベ

ッ
ト
、

セ
イ

ロ
ン
、

ネ

パ

ー

ル
、

ピ

ル

マ
、

そ

し

て

イ

ン

ド

を
旅

行

し
、

佛

教

聖

地

を

訪

れ

た
。

彼

の
お

び

た

だ

し

い
著

作

の
業

績

と

學

術

的

價

値

は

、

彼

の

博

識

と

深

い
個

人

的

印

象

を

除

い
て

は
考

え

ら

れ

な

い
。

東

洋

の
六

ケ
國

語

と

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

の
四

ケ

國

語

を
修

得

し

、

佛

教

の
歴

史

、

哲

學

、

論

理

學

、

倫

理

學

、

文

學

、

美

術

に

關

す

る

百

科

辭

典

的

知

識

を

も

っ
て

、

R
o
e
r
ic
h

教

授

は
學

生

を

佛

教

の
興

味

に
目

覺

め
さ

せ

る

こ

と

が

出

來

た
。

彼

の
指

導

下

に

い
た

學

生

達

は
、

彼

の
提

案

に

よ

り

、

佛

教

の

セ

イ

ロ
ン

及

び
東

南

ア

ジ

ア
諸

國

へ

の
浸

透

、

タ

ミ

ー

ル
遺

跡

の
南

イ

ン

ド
佛

教

、

Z
曽

g
a
r
d
ju
n
a

哲

學

の
辨

證

法

、

そ

し

N

A
r
y
a
s
h
u
鐔

S
創

造

的

詩

頌

を

研

究

し

た

。

彼

は

ま

た

、

U
犀
9
白

ヨ

9
弓
①
自
鋤

の

パ

ー

リ

語

か
ら

ロ

シ

ア
語

へ
の

翻
譯

を

ソ
ヴ

ィ

エ
ト
連

邦

で
出

版

す

る

の

を

責

任

編

集

し

た
。

一
九

六

〇

年

S

R
o
e
r
ic
h

S
突

然

の
死

は
、

ま

っ
た

く

大

き

な
損

失

で
あ

っ
た
。

彼

の
名

譽

を
讃

え

て
名

づ

け

ら

れ

た

學

術

研

究
室
が
ア
ジ
ア
諸
民
族
研
究
所
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
彼

の
藏
書

は
そ
こ
へ
移
さ
れ
、
多
勢
の
弟
子
は
彼
が
始
め
た
研
究
を
續
け
て

い
る
。

我
々
の
國
の
い
く
つ
か
の
研
究
所
も
ま
た
、
佛
教
研
究
に
お
い

て
輝
か
し
い
業
績
を
殘
し
て
い
る
。
例
え
ば
レ
ニ
ン
グ
ラ
ド
に
お

け
る
ソ
連
科
學

ア
ヵ
デ
ミ
ー
の
ア
ジ
ア
諸

民
族

研
究

所

の
寫
本

部
門
や
、

d
す
昌

d
◎
Φ

の

ゆ
仁
亳
讐

總
合
學
術
研
究
所

で
あ

る
。B

u
ry
a
t

S
學
者
達
は
、
佛
教
の
宗
教
的
ま
た
は
哲
學
的
文
獻

を
研
究
し
て
い
る
。

こ
の
研
究
所

の
寫
本
部
門
は
、
世
界
で
最
も

豊
富
な
収
集
を
藏
す
る
。

チ
ベ

ッ
ト
語
、

モ
ン
ゴ

ル
語
、
そ

し
て

B
u
r
y
a
t

語
で
書
か
れ
た
佛
教
原
典

の
約
三
萬
部

の
寫
本

と
木
版
で
あ
る
。

そ
の
収
集
に
は
、

モ
ン
ゴ

ル
や
チ
ベ

ッ
ト
の
佛
教
徒

の
書

い
た

書
物
や
哲
學
書
も
あ
る
。
現
在
、
B
u
ry
a
t
研
究
所
は
そ
の
寫
本

の
目
録
を
作
製
中
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
多

く
は
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト

語
か
ら
の
翻
譯
で
あ
る
。

モ
ン
ゴ

ル
語
で
書
か
れ
た

佛

教

經

典

G
a
n
d
ju
r

と

D
a
n
d
ju
r

S
二
二
五
卷

は
、
そ
の
注
釋
書
と

一

緒

に
こ
こ
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
書
物
は
、
す

べ
て
の



c　

イ

ン

ド
佛

教

學

者

の

は

た

し

た

學

問

の
あ

ら

ゆ

る
分

野

に
お

け

る

業

績

で

あ

る

こ

と

は
言

う

ま

で

も

な

;
°

D
a
n
ju
r

は
美

し

く

彩

飾

さ

れ

た

;
曲
ハ
N

'
N
a
g
a
r
ju
n
a
,

V
a
s
u
b
a
n
d
h
,

D
ig
n
a
g
a
,

K
a
lid
a
s
a

そ

の
他

の
著

作

を

含

ん

で

い
る

。

歴

史

學

修

士

O
①
O
民
σq
同

幻
ロ
]B
く
9。
昌
け
ω
⑦
<

は

、

そ

の
寫

本

部

門

の
主

任

で
お

る
。

哲

學

修

士

で

あ

り

、

チ

ベ

ッ
ト
語

で

ソ
ヴ

ィ

エ
ト
學

者

逹

を

リ

ー

ド

し

て

い
る

B
a
d
ia

D
a
n
d
a
r
o
n

も

そ

こ

で
働

い
て

い

る
°

B
o
r
is

S
e
m

ic
h
e
v

と
協

力

し

て
彼

は
最

近

、

チ

ベ

ッ
ト

語

ー

ロ

シ

ア
語

辭

典

を
出

版

し

、

そ

れ

に
よ

っ
て
、

チ

ベ

ッ
ト

語

で
書

か

れ

た

佛

教

原

典

の
未

だ

知

ら

れ

ざ

る
多

く

の

こ

と

が

研

究

出

來

る

よ
う

に

な

つ
た

°

B
o
r
is

S
e
m
ic
h
e
v

は

、

チ

ベ

ッ
ト
語

の
他

に
サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

語

と

パ

ー

リ

語

に

も
學

識

高

く

'

「
A
r
t
h
a
s
h
a
s
t
r
a
」

を

ロ

シ

ア
語

に
翻

譯

し

た
。

こ

こ

に

は

ま

た

、

多

勢

の
若

い
研

究

者

が
屬

し

て
お

り
、

佛

教

原

典

に
見

ら

れ

る
樣

々

の
言

説

、

教

訓

、

傳

説

、

叙

事

詩

を

サ

ン

ス

ク

リ

ッ
ト

語

か

ら

B
u
r
y
a
t

語

に
譯

し

て
研

究

し

て

い
る

。

私

は

そ

の
研

究

所

を
訪

れ

た

時

、

Ud
霞

矯
讐

の
學

者

O
o
ぼ

目
o
<

に

よ

っ
て

チ

ベ

ッ
ト
語

か

ら

翻

譯

さ

れ

て
、

今

世

紀

の
始

め

に
出

版

さ

れ

た

「
∪
び
9
日
ヨ

"
℃
巴

餌
」

の
原

稿

を

見

た
。

そ

こ

に

は

ま

た
'

「
P
a
n
c
h
a
t
a
n
t
r
a
」

S
読

話

の
翻

譯

寫

本

が

あ

り

、

そ

の

い
く

つ
か

は

A
r
y
a
s
h
u
r
a

S

f
L
o
r
a
n
d

o
f

T
a
le
s
」

や

、

N
a
g
a
r
ju
n
a

S

(
D
r
o
p
s

o
f

R
a
s
h
iy
a
n
a
」

か

ら

と

ら

れ

て

い

る
。

そ

れ

ら

の
す

べ

て

は

立

派

な

Ud
⊆
亳

讐

語

で
書

か

れ

て

お

り

、

學

者

達

は

そ

の
翻

譯

が

す

ぼ

ら

し

い
も

の
で

あ

る

と
認

め

て

い
る
。

U
la
n

U
d
e

の
東

洋

學

者

は

佛

教

哲

學

と

歴

史

を
研

究

し

て

お

り

、

現

代

佛

教

に

つ

い

て
も

興

味

を

示

し

て

い
る

、

そ

の
研

究

所

の
人

に

は
、

地
方

の
資

料

に

基

づ

い

て
、

現

代

佛

教

に
關

す

る

資

料

の
収

集

に

と

り

か

か

っ
て

い
た

。

現

在

で

は
、

B
u
r
y
a
t

S

學

者

達

に

よ

っ
て

、

中

央

ア

ジ

ア

に
お

け

る
佛

教

の
流

傳

と
佛

教

哲

學

論

の
研

究

が
出

版

さ

れ

よ

う

と

し

て

い
る
。

モ

ン
ゴ

ル

の
資

料

は
非

常

に

興

味

あ

る

も

の
で

、

そ

の

中

に

は

、

イ

ン
ド

の
東

洋

學

者

T
a
r
n
a
t
h
a

S
著

作

を

モ

ン
ゴ

ル
語

に
翻

譯

し

た

も

の
も

あ

る
。

こ

れ

は

、

彼

の

母

親

を

地

獄

へ

の
旅

か

ら

救

う

こ

と

を

描

い
た
隨

筆

の
權

威

あ

る

翻

譯

で
あ

る
。

そ

の

研

究

所

に

は

、

K
a
lid
a
s
a

S
,,,s

(
C
lo
u
d

M

e
s
s
e
n
g
e
r
」

S

モ

ン
ゴ

ル
譯

も

あ

る
。

ご

く

最

近

'

「
S
o
u
r
c
e

o
f

t
h
e

S
a
g
e
s

　J

と

題

す

る
佛

教



鼬

術

語

辭
孟
ハ
が

、

R
.
P
u
b
a
y
e
v

と

しU
.

D
a
n
d
a
r
o
n

S
翻

譯

で

出

版

さ

れ

た
。

そ

れ

は
、

一
八

世

紀

の
中

頃

、

四

〇

人

の
教

養

あ

る

ラ

マ
の
會

に

よ

っ
て
、

チ

ベ

ッ
ト

語

S

D
a
n
ju
r

を

モ

ン
ゴ

ル
語

に
翻

譯

し

た

見

解

に
從

っ

て
編

集

せ

ら

れ

た

も

の

で

あ

っ

た

。

こ

の
古

典

的

辭

典

は
、

過

去

に
お

い
て

は
非

常

に
有

名

な

も

の

で
あ

り

、
貴

重

な
參

考

本

と

し

て
役

に

立

っ
た

。

㎝
ω
o
仁
『
o
Φ

o
h

t
h
e

S
a
g
e
s

は

、
長

い
間

世

界

中

の
注

目

を

集

め

、

そ

の
出

版

は

、

佛

教

研

究

に

と

っ
て
偉

大

な

業

績

で

あ

っ
た

。

レ

ニ
ン
グ

ラ

ド

の
東

洋

學

者

達

は
、

あ

る

重
要

な

佛

教

研

究

に

取

組

ん

で

い
る
、

彼

ら

の
中

で
第

一
人

者

は
、

B
o
r
is

P
a
n
k
r
a
-

8
<

教

授

で

あ

り

、

彼

は
中

國

語

、

チ

ベ

ッ
ト

語

、

モ

ン
ゴ

ル

語

、

そ

の
他

の
各

國

語

に
關

す

る
完

璧

な

知

識

を

も

っ

て
、

諸

佛

教

國

に
と

っ
て
缺

く

べ
か

ら

ざ

る
專

門

家

と
な

っ
た
。

そ

の
他

の

專

門

家

と

し

て

は
、

ヒ

ン
ズ

ー

學

者

S

E
d
u
a
r
d

T
e
m
k
in
,

M

a
r
iy
a

V
o
r
o
b
y
e
v
a
-
D
e
s
y
a
t
o
v
s
k
a
y
a

そ

し

て

L
e
o
n
id

M

e
n
s
h
ik
o
v

が

い

る
。

レ

ニ
ン
グ

ラ

ド

の
研

究

者

逹

は
、

一
八

世

紀

に

収

集

さ

れ

て
現

在

は

レ

ニ
ン
グ

ラ

ド

の

ソ
連

科

學

ア
ヵ

デ

ミ

ー

の

ア

ジ

ア
諸

民

族

研

究

所

の
寫

本

部

門

に
保

存

さ

れ

て

い

る
佛

教

原

典

と

、

唯

一
の
木

版

の
研

究

に
、

主

に
全

力

を

あ

げ

て

い
る

。

い
わ

ゆ

る

D
u
n
h
u
a
n

n
レ

ク

シ

ョ
ン

と
呼

ば

れ

て

い

る

も

の

は
'

S
e
r
g
e
i
O
l
d
e
n
b
u
r
g

や

そ

の
他

の

ロ

シ

ァ
學

者

、

ま

た

は

旅

行

家

に

よ

っ
て

ロ

シ

ア

へ
持

っ
て
來

ら

れ

た

も

の

で

あ

り
、

そ

の
最

も

古

い
も

の

は

一

一
世

紀

初

期

の

も

の
も

あ

っ
て
、

中

國

佛

教

原

典

の
非

常

に
貴

重

な
収

集

で
あ

る
。

そ

れ

ら

は

ほ

と

ん

ど

、

サ

ン

ス
ク

リ

ッ
ト

か
ら

譯

さ

れ

た

部

分

ど
中

國

原

典

の

二

つ

の
部

分

に
分

け

ら

れ

る

で
あ

ろ

う
。

そ

の
翻

譯

の
中

、

失

わ

れ

て

し

ま

っ
た

と
思

わ

れ

て

い
た

も

の
も
發

見

さ

れ

た
。

佛

教

は

モ

ス
ク

ワ

に
お

い
N

は
'

S
a
n
z
h
e

D
y
l
y
k
o
v
,
O
k
t
-

y
a
b
r
in
a

V
o
lk
o
v
a
,
G
r
ig
o
r
i

B
o
n
g
a
r
d
-
L
e
v
in
,
Y
e
l
e
n
a
-

S
e
rn
e
k
a
,
A
le
x
e
i

K
o
c
h
e
t
o
v

お

よ

び

モ

ス

ク

ワ
教

育

研

究

所

の
教

授

や

そ

の
他

の
人

々

に
よ

っ
て
、

ソ
連

科

學

ア
カ

デ

ミ

ー

の

ア

ジ

ア
諸

民

族

研

究

所

で
研

究

さ

れ

て

い
る
。

近

年

の

ソ
ヴ

ィ

エ
ト

の
佛

教

研

究

所

は
、

そ

の
先
輩

の
傳

統

を

立

派

に
受

け
繼

い

で

い
る
。

最

近

N

は

'

N
a
u
k
a

(科

學

)
出

版

所

が

'

V
ik
to
r

T
o
p
o
r
o
v

に

よ

っ
て
翻

譯

さ

れ

た

古

代

佛

教

原

典

「
U
げ
9
§
目

9
0
曽
住
帥
」

の

ロ
シ

ア
語

譯

、

そ

し

て
前

ア

カ

デ

ミ

ー

會

員

A
le
x
e
i
B
a
r
a
n
n
ik
o
v

と

O
k
t
y
a
b
r
in
a

V
o
lk
o
-

<
9

に
よ

る

A
r
y
a
s
h
u
r
a

S
f
D
ja
ta
k
a
m

a
la
」

6
土
ハ
同

譯

、
さ



40

ら

に

A
le
x
a
n
d
e
r

V
o
s
t
r
ik
o
v

の

「
チ

ベ

ッ
ト
文

献

の
歴

史

」

を

出

版

し

た
°

B
r
igQ
o
r
i
B
o
n
g
a
r
d
-
L
e
v
in

と

O
k
t
y
a
b
r
in
a
-

V
o
lk
o
v
a

は

、

北

傳

佛

教

の
最

も
有

名

な

文

學

作

品

の

一
つ
で

あ

る

(
A
s
h
o
k
-
A
v
a
d
a
n
a
m
a
la
」

か

ら

「
内
q
昌
巴

の
傳

詭

」

を
出

版

し

た

。

ま

た
歴

史

學

修

士

団
巴
Φ
昌
①

ω
①
ヨ
①
冨

に
よ

っ

N
'

S
in
g
h
a
le
s
e

碑

銘

研

究

に

基

づ

く

、

セ

イ

ロ

ン

の
古

代

佛

教

僭

院

の
經

營

形

態

に

關

す

る
興

味

あ

る

著
作

が

出

版

さ

れ

た

。

A
le
x
e
i
K
o
c
h
e
t
o
v

に

よ

っ
て
、

「
佛

教

」

と

題

し

て
出

版

さ

れ

た
比

較

的

最

近

の
本

は

、
現

在

行

わ

れ

て

い
る

現

代

佛

教

の

一
部

を

取

り

上

げ

、

版

を

重

ね

て

、

專

門

家

と

一
般

讀

者

に
大

い

に
興

味

を

喚

び

お

こ

し

て

い
る
。

J
a
w
a
k
a
r
la
l
N
e
h
r
u
,
S
a
r
v
a
p
a
ll
R
a
d
h
a
k
s
is
h
n
a
m

,
S
.-

C
h
a
t
t
e
r
d
je
e
,
D
.
D
u
tt
,
M

°
R
o
y
,
M

.
S
in
g
h
,
A
.
B
a
n
e

je
e

や

、

そ

の
他

イ

ン

ド

の
著

者

に

よ

っ
て
書

か
れ

た
歴

史

、

あ

る

い
は

哲

學

に
關

す

る
書

物

は

、

一
般

民
衆

を

佛

教

に
親

し

ま

せ

る
重

要

な

役

割

を

果

し

て

い

る
。

ω
.
T
o
ls
t
o
v
,
A
°
Y
a
k
u
b
o
v
s
k
y
,
A
.

B
e
r
n
s
h
t
a
m

,

M

.-

G
r
y
a
z
n
o
v
,

A
°

B
e
le
n
it
s
k
y

の
よ

う

な

ソ
ヴ

ィ

エ

ト

の

有

名

な
考

古

學

者

達

の
著

作

や

、

そ

の
他

K
h
o
r
e
s
m

,
P
y
a
n
d
z
h
-

en
t,
C
h
u
i
谷
、
そ
し
N

T
e
rm
e
z

の
ガ

ン
ダ
ー
ラ
後
期
樣
式

の
佛
教
遺
跡
を
發
見
し
た
人
々
は
、
世
界
的
な
名
聲
を
得
た
。

要
約
す
れ
ぼ
、

ロ
シ
ア
と
ソ
ヴ

ィ
エ
ト

の
佛
教
哲
學
研
究
に
お

け
る
業
績
は
、
世
界

の
他
國
の
そ
れ
と
肩
を
並

べ
て
い
る
と
言
え

よ
う
。

ソ
ヴ
ィ
ェ
ト
の
學
者
は
、
豊
富
な
佛
教
文
化
遺
産
を
細
心

の
注
意
を
は
ら

っ
て
取
り
扱

っ
て
い
る
。

佛
典
の
翻

譯

と
註

釋

は
、
東
洋
諸
國
の
特
殊
な
歴
史
と
文
化
を
掘
り
起
す
の
に
役
に
立

っ
て
い
る
。

(以

上
)


