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ト
ル
ス
ト
イ
の
宗
教
観
と
池
田
思
想

　
　
　

│
法
華
経
の
視
点
か
ら

江
口　

満

　

ト
ル
ス
ト
イ
は
、
50
歳
の
精
神
的
転
換
の
少
し
前
か
ら
、
宗

教
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
単
な
る
知
的
興
味
で
は
な

く
、
自
身
の
全
存
在
を
か
け
た
「
生
き
る
意
味
」
を
求
め
て
の

模
索
で
あ
っ
た
。
そ
の
果
て
に
、
彼
は
信
仰
に
め
ざ
め
、
彼
が

真
に
正
し
い
と
信
じ
る
と
こ
ろ
の
キ
リ
ス
ト
教
（
１
）を
根
本
と
し
て

生
き
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

　

彼
の
宗
教
論
文
や
後
半
生
の
日
記
、
書
簡
を
読
む
と
、
様
々

な
宗
教
に
対
す
る
彼
独
特
の
考
え
方
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
い

る
。
彼
が
求
め
て
い
た
の
は
、「
神
秘
主
義
的
な
も
の
を
排
し

た
、
現
実
に
即
し
た
宗
教
で
あ
り
、
未
来
に
天
国
で
の
幸
福
を

約
束
す
る
の
で
は
な
く
、
地
上
で
の
幸
福
を
与
え
る
も
の（２
）」
で

あ
る
。
こ
れ
は
青
年
時
代
の
日
記
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
信
仰
に
め
ざ
め
た
50
歳
以
降
も
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、

基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
ト
ル
ス
ト
イ

の
仏
教
観
を
概
観
し
た
後
に
、
法
華
経
思
想
と
の
接
点
を
池
田

大
作
氏
の
法
華
経
解
釈
に
の
っ
と
っ
て
、
見
て
い
く
こ
と
と
す

る
。

　

ト
ル
ス
ト
イ
の
思
想
に
は
、
仏
教
的
な
も
の
が
あ
る
と
よ
く

評
さ
れ
る
。
宗
教
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
ま

ず
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
共
通
す
る
真
理
に
着
目
し
、
そ
の
上
で
各
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宗
教
の
特
徴
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
１
８
８
４
年
、
ト

ル
ス
ト
イ
が
集
中
的
に
仏
教
研
究
を
行
っ
て
い
た
頃
の
日
記

に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
「
仏
教
に
つ
い
て
読
む
。
驚
い
た
。
ま
っ
た
く
同
じ
教
え

だ
。・
・
・
永
遠
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
問
い
に
答
え
て
い
な

い
の
が
素
晴
ら
し
い
。
矢
に
射
ら
れ
て
負
傷
し
た
人
が
、
傷
を

負
わ
せ
た
の
が
だ
れ
か
を
突
き
止
め
な
い
う
ち
は
、
治
療
し
よ

う
と
し
な
い
譬
喩
（
３
）」

　

こ
こ
に
は
、仏
教
へ
の
共
感
が
見
ら
れ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
が
、

「
ま
っ
た
く
同
じ
教
え
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
自
身
の
信
ず
る

宗
教
と
仏
教
の
教
え
の
中
に
ど
の
よ
う
な
共
通
性
を
見
た
の
だ

ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
こ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
矢
で
負
傷
し
た
人
の
譬
喩
と

は
、
原
始
仏
典
の
「
毒
矢
の
た
と
え
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
修

行
者
マ
ー
ル
ン
ク
ヤ
が
「
も
し
世
尊
が
わ
た
し
の
た
め
に
、
世

界
は
永
遠
で
あ
る
と
か
、
世
界
は
永
遠
で
な
い
と
か
…
…
人
は

死
後
存
在
す
る
の
で
も
な
く
存
在
し
な
い
の
で
も
な
い
と
か
、

説
か
れ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
は
世
尊
の
も
と
で
修
行
し
よ
う
」

と
思
い
立
ち
、
釈
尊
に
聞
い
て
み
る
が
、
釈
尊
は
そ
れ
に
対
し

て
何
も
答
え
ず
に
、
矢
で
射
抜
か
れ
て
負
傷
し
た
人
が
、
犯
人

が
誰
で
あ
る
か
等
を
突
き
止
め
な
い
う
ち
は
、
矢
を
抜
か
な
い

と
言
い
張
る
逸
話
を
話
し
て
聞
か
せ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ

る（４
）。

　

こ
の
説
話
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
生
命
に
つ
い
て
』
の
導
入

部
分
に
出
て
く
る
粉
引
き
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
想
起
さ
せ
る
。
水

車
の
構
造
に
興
味
を
も
ち
、
そ
の
研
究
に
没
頭
す
る
う
ち
に
、

粉
を
引
く
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
水
車
は
、
放
置
さ
れ
て
、

本
来
の
役
割
を
果
た
さ
な
く
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

彼
が
宗
教
に
対
し
て
求
め
て
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
神

秘
主
義
的
な
も
の
を
排
し
た
、
現
実
に
即
し
た
宗
教（５
）」
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
、「
人
間
は
宗
教
に
も
と
づ
い
て
初
め
て
、
自
身

が
望
む
行
動
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る（６
）」
と
い
う
よ
う
に
、

宗
教
は
、
人
間
の
「
行
動
規
範
」
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
、

ト
ル
ス
ト
イ
は
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
宗
教
観
に
照
ら
し

て
み
る
な
ら
ば
、
上
述
の
説
話
に
関
し
て
、
彼
は
、
形
而
上
学

的
な
議
論
よ
り
も
、
釈
尊
の
現
実
に
人
を
救
う
実
践
に
共
鳴
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
宗
教
に
導
か
れ
る
行
動
は
、
人
間
の
道
徳
的
成
長
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を
志
向
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
ト
ル
ス
ト
イ
は

考
え
る
。

　
「
道
徳
的
な
教
え
と
は
、
人
生
に
つ
い
て
の
宗
教
的
理
解
か

ら
導
き
だ
さ
れ
る
行
為
を
示
す
も
の
で
あ
る
（
７
）」

　

こ
の
よ
う
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
思
想
に
お
い
て
は
、
宗
教
と
道

徳
の
間
に
不
可
分
な
関
係
が
見
ら
れ
る
。

　

前
述
の
仏
教
説
話
に
関
す
る
彼
の
言
説
か
ら
も
、
仏
教
の
中

に
あ
る
道
徳
的
行
動
規
範
を
重
要
視
し
、
評
価
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、『
読
書
の
輪
』

で
釈
尊
の
四
諦
や
、
十
善
戒
に
も
言
及
し
て
い
る
。
ト
ル
ス
ト

イ
は
、「
以
前
よ
り
も
（
人
間
と
し
て
│
筆
者
注
）
よ
り
よ
く
な
る
（
８
）」

こ
と
を
真
の
幸
福
と
結
び
付
け
て
お
り
、「
生
命
は
、
幸
福
へ

の
希
求
で
あ
る（９
）」
と
い
う
捉
え
か
ら
出
発
し
て
い
る
彼
の
哲
学

に
お
い
て
、
道
徳
的
実
践
こ
そ
が
人
生
に
お
け
る
最
重
要
課
題

と
な
る
の
で
あ
る
。

　

ト
ル
ス
ト
イ
は
、
自
ら
英
語
か
ら
ロ
シ
ア
語
に
翻
訳
し
た
仏

教
説
話
「
カ
ル
マ
」
の
前
書
き
で
も
、「
特
に
こ
の
説
話
で
良

い
の
は
、
悪
を
避
け
、
幸
福
を
え
る
の
も
す
べ
て
自
身
の
努
力

に
よ
る
と
い
う
、
近
年
い
ろ
い
ろ
な
面
で
ぼ
か
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
真
理（10
）、

個
人
の
幸
福
は
、
そ
れ
が
全
体
の
幸
福
で
あ
る

と
き
に
の
み
、
真
の
幸
福
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い

る
こ
と
で
す
（
11
）」

と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の
自
己
努
力
を

強
調
し
て
い
る
。

　

そ
れ
と
と
も
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
仏
教
が
生
を
否
定
し
て

い
る
点
を
正
し
く
な
い
（
12
）と

し
て
い
る
。
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ

ン
ド
学
者
や
仏
教
学
者
た
ち
は
文
献
学
的
研
究
を
重
視
し
、
い

わ
ゆ
る
原
始
仏
典
を
中
心
と
し
た
仏
教
理
解
を
こ
こ
ろ
み
た
。

そ
う
し
た
理
解
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
に
少
な
か
ら
ぬ
影

響
を
与
え
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
の
言
葉
は
、
ト
ル

ス
ト
イ
独
自
の
見
解
と
い
う
よ
り
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

知
識
人
の
間
に
広
ま
っ
て
い
た
厭
世
的
な
仏
教
の
イ
メ
ー
ジ
を

踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

注
目
し
た
い
こ
と
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
、
独
自
の
視
点
で
涅

槃
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
完
全
な
自
己
犠
牲
に
ま
で
行
き
着
か
な
い
う
ち
は
、（
死
後
）

ま
た
生
に
帰
る
と
い
う
仏
教
の
教
え
は
理
解
で
き
る
。
ニ
ル

ヴ
ァ
ー
ナ
│
そ
れ
は
、
滅
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
我
々

に
は
理
解
の
及
ば
な
い
新
し
い
生
で
あ
り
、
も
う
自
己
放
棄
も
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必
要
の
な
い
生
で
あ
る（13
）」

　

こ
こ
で
は
、
涅
槃
を
輪
廻
か
ら
の
解
放
で
は
な
く
、
ひ
と
つ

の
理
想
的
境
地
と
し
て
見
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
理
想
は
、

肉
体
を
消
滅
さ
せ
な
け
れ
ば
到
達
不
可
能
な
も
の
と
は
、
ト
ル

ス
ト
イ
は
考
え
な
い
。
彼
の
考
え
る
真
の
キ
リ
ス
ト
の
教
え

は
、「
人
々
を
外
面
的
な
規
則
で
導
く
の
で
は
な
く
、
神
的
完

全
性
が
達
成
で
き
る
と
い
う
可
能
性
を
悟
ら
せ
る
こ
と
で
導
く

も
の（14
）」

で
あ
り
、
そ
の
点
が
イ
エ
ス
出
現
以
前
の
ユ
ダ
ヤ
教
の

律
法
主
義
と
異
な
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、ト
ル
ス
ト
イ
は
、「
神
的
完
全
性
は
、人
間
生
命
が
、

常
に
め
ざ
し
、
近
づ
い
て
い
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
無
限
に
お
い

て
の
み
到
達
で
き
る
漸
近
線
で
あ
る（15
）」

と
述
べ
て
い
る
。「
無

限
に
お
い
て
の
み
到
達
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
時
点

に
到
達
す
る
・
し
な
い
、
と
い
う
有
限
的
な
理
解
で
は
は
か
れ

な
い
状
態
で
あ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
到
達
で
き
る
か
否
か
」

と
い
う
有
限
的
な
意
味
に
お
け
る
達
成
の
成
否
に
は
、
彼
の
関

心
は
な
い
。

　

ト
ル
ス
ト
イ
は
、
そ
う
し
た
理
想
は
、
本
来
、
人
間
の
心
の

中
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、「
生
命
と
は
、
神
的
完
全

性
に
向
か
う
運
動（16
）」

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
理
想
を

ゴ
ー
ル
と
し
て
、
そ
こ
に
ど
れ
だ
け
近
づ
い
た
か
、
現
在
達
し

た
レ
ベ
ル
が
、
誰
の
ほ
う
が
高
く
て
、
誰
が
低
い
か
、
と
い
う

評
価
は
、
問
題
に
は
さ
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
の
完
全
性
に
向
か

う
運
動
が
加
速
さ
れ
る
度
合
い
に
よ
っ
て
、
幸
福
の
度
合
い
が

決
ま
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
聖
書

の
解
釈
に
よ
る
と
、
迷
え
る
一
匹
の
子
羊
は
、
迷
い
の
状
態
か

ら
解
き
放
た
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
か
ら
迷
わ
な
か
っ
た

子
羊
よ
り
も
、
完
全
性
に
向
か
っ
て
よ
り
加
速
的
に
進
ん
だ
こ

と
に
な
り
、放
蕩
息
子
は
、家
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

家
に
残
っ
て
い
た
息
子
よ
り
も
よ
り
急
速
に
成
長
し
た
の
で
あ

る
、
そ
の
こ
と
が
こ
れ
ら
の
説
話
の
意
義
と
な
る
、
と
ト
ル
ス

ト
イ
は
考
え
る
の
で
あ
る
（
17
）。

　

彼
の
宗
教
観
に
お
い
て
は
、
宗
教
は
、
人
々
に
守
る
べ
き
規

則
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
理
想
的
境
地
へ
と
人
々
を
内
発
的

に
向
か
わ
し
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
18
）。

　

先
の
「
涅
槃
」
の
理
解
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
無
限
の
精
神
的

成
長
を
真
の
幸
福
と
す
る
宗
教
観
に
立
脚
し
、
彼
独
特
の
「
理

想
」
観
を
と
お
し
て
見
た
仏
教
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
考
え
る
こ
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と
が
で
き
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
哲
学
的
模
索
の
過
程
に
お
い

て
、
仏
教
が
い
か
な
る
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
は
、
安
易

な
憶
測
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
彼
の
思
想
に
は
、
仏

教
、
な
か
ん
ず
く
法
華
経
と
の
接
点
に
お
い
て
、
興
味
深
い
共

通
性
が
見
ら
れ
る
。

ト
ル
ス
ト
イ
は
「
法
華
経
」
を
読
ん
で
い
た
か

　

加
え
て
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
法
華
経
を
読
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る

根
拠
も
残
っ
て
い
る
。
Ｎ
・
ス
ト
ラ
ー
ホ
フ
は
、
ビ
ュ
ル
ヌ
ー

フ
（Eugène Burnouf

）
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
法
華
経 "Le Lotus 

de la Bonne Loi, traduit du sanscrit, accom
pagn é d'un 

com
m
entaire et de vingt et un m

ém
oires relatifs au 

buddhism
e", Paris, 1852 

を
ト
ル
ス
ト
イ
に
送
っ
た
こ
と
を

書
簡
に
書
い
て
お
り
（
19
）、

Ｐ
・
ビ
リ
ュ
コ
フ
は
、
ト
ル
ス
ト
イ

の
伝
記
の
中
で
、
１
８
８
０
年
代
（
52
‐
61
歳
）、
つ
ま
り
精
神

的
危
機
と
そ
の
後
の
時
代
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
大
き
な
影
響
を

受
け
た
本
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ビ
ュ
ル
ヌ
ー
フ
の
名
前
を
あ
げ

て
い
る
（
20
）。

　

次
に
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
宗
教
観
と
、
法
華
経
思
想
の
類
似
点

に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
宗
教
は
人
間
と

無
限
の
存
在
と
の
関
係
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の

宗
教
は
、
人
間
の
行
動
規
範
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
そ
う
す
る
と
、
無
限
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
人

間
の
人
生
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。「
永
遠
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
問
い
に
答
え
て
い

な
い
の
が
素
晴
ら
し
い
」
と
い
う
ト
ル
ス
ト
イ
の
言
葉
は
、
形

而
上
学
的
問
題
を
無
視
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る

が
、
そ
れ
が
生
き
る
意
味
に
か
か
わ
っ
て
く
る
限
り
に
お
い

て
、決
し
て
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、

こ
の
点
を
説
い
て
い
な
い
教
え
は
宗
教
で
は
な
い
と
し
て
お

り
、
た
と
え
ば
、
コ
ン
ト
の
「
人
類
教
」
は
、
人
間
対
人
類
の

関
係
の
み
を
規
定
し
て
い
る
の
で
、
宗
教
と
は
認
め
ら
れ
な
い

と
述
べ
て
い
る
（
21
）。

　

ト
ル
ス
ト
イ
の
思
想
に
お
い
て
、
人
間
対
無
限
な
る
も
の
の

関
係
は
、「
神
の
王
国
は
、
我
ら
が
内
に
あ
り
」
と
表
現
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

ト
ル
ス
ト
イ
は
、「
神
」
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
定
義

し
て
い
る
。
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「
私
は
、
す
べ
て
の
根
源
か
ら
分
与
さ
れ
た
『
精
神
的
な
も

の
』
が
自
分
の
中
に
あ
る
の
を
知
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、

す
べ
て
の
根
源
か
ら
分
与
さ
れ
た
『
精
神
的
な
も
の
』
が
他
の

人
々
の
中
に
も
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
そ
の
『
精
神
的
な

も
の
』
が
自
分
の
中
に
も
、
他
者
の
中
に
も
あ
る
な
ら
ば
、『
精

神
的
な
も
の
』
そ
れ
自
体
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を

神
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る（22
）」

　

ト
ル
ス
ト
イ
は
、
神
を
創
造
主
や
人
格
神
と
し
て
は
と
ら
え

て
お
ら
ず
、「
神
は
生
命
で
あ
る
（
23
）」

と
も
「
生
の
力
を
神
と
呼

ぶ（24
）」

と
も
言
っ
て
い
る
。
そ
の
神
は
、
自
分
の
中
に
し
か
、

見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
の
心
に
見
出
せ
な
い
な
ら

ば
、神
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、神
を
冒
涜
し
、

キ
リ
ス
ト
を
神
の
位
か
ら
、
罪
深
き
人
間
の
境
涯
に
ひ
き
ず
り

下
ろ
し
て
い
る
よ
う
に
映
り
、
批
判
の
的
と
な
っ
た
。
神
に
対

す
る
許
さ
れ
ざ
る
傲
慢
さ
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
。

　

し
か
し
ト
ル
ス
ト
イ
の
意
図
は
、
神
や
キ
リ
ス
ト
を
冒
涜
す

る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
う
で
は
な

く
、
彼
は
人
間
の
崇
高
さ
を
発
見
し
た
の
だ
、
そ
し
て
そ
れ
を

何
ら
か
の
形
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
解
釈
す
る
ほ
う

が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間
は
、
一
般
に
言
わ
れ
る
ほ

ど
弱
い
存
在
で
は
な
い
、
外
か
ら
の
助
け
に
依
存
す
る
の
で
は

な
く
、
自
己
の
中
に
無
限
の
精
神
の
泉
を
発
見
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
と
、
彼
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ト
ル
ス
ト
イ
が
人
間
の
中
に
神
性
を
見
て
い
る
こ
と
の
意
味

は
、
人
間
を
神
秘
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
が
も
つ
無
限

の
精
神
的
可
能
性
を
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

Ａ
・
Ｎ
・
イ
グ
ナ
ト
ー
ビ
ッ
チ
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
に
潜

在
的
に
備
わ
る
神
性
を
認
め
る
ト
ル
ス
ト
イ
思
想
と
仏
性
に
共

通
性
を
見
て
い
る
。
彼
は
、
法
華
経
に
説
か
れ
て
い
る
不ふ

軽き
ょ
う

菩ぼ

薩さ
つ

の
行
い
が
仏
性
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
ト
ル
ス
ト
イ

と
の
思
想
的
類
似
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
（
25
）。

不
軽
菩
薩
は
、

威い

音お
ん

王の
う
ぶ
つ仏
の
入
滅
後
、
像
法
時
代
の
末
、
増ぞ
う

上じ
ょ
う

慢ま
ん

の
比
丘
が

充
満
し
て
い
た
頃
出
現
し
、
あ
ら
ゆ
る
人
に
対
し
て
、「
我
深

く
汝な
ん
だ
ち等
を
敬
う
。
敢あ

え
て
軽
き
ょ
う

慢ま
ん

せ
ず
。
所ゆ
え
ん以
は
何い
か

ん
。
汝
等

皆
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
、
当ま
さ

に
作
仏
す
る
こ
と
を
得う

べ
し
（
26
）」

と

言
っ
て
礼
拝
し
た
。
し
か
し
、
増
上
慢
の
人
々
は
、
不
軽
菩
薩

に
対
し
て
感
謝
す
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
逆
上
し
、
彼
を
馬

鹿
に
し
て
、
罵
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
軽
菩
薩
は
、
人
々
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に
罵
ら
れ
よ
う
と
も
、
意
に
介
せ
ず
、
相
手
が
必
ず
仏
に
な
れ

る
と
繰
り
返
し
て
い
く
。
そ
う
し
た
修
行
を
何
年
も
続
け
た
結

果
、
不
軽
菩
薩
は
、
寿
命
を
の
ば
し
、
六
根
清
浄
を
得
た
と
い

う
。

　

ト
ル
ス
ト
イ
の
次
の
よ
う
な
言
葉
は
、
ま
さ
に
こ
の
不
軽
菩

薩
の
姿
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。

　
「
ド
ゥ
ホ
ボ
ー
ル
（
27
）が

や
っ
て
い
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
│

つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
中
に
神
が
い
る
こ
と
を
思
っ
て
、
低

く
頭
を
た
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
28
）」

　

池
田
大
作
氏
は
、不
軽
菩
薩
の
例
を
引
い
て
、人
間
は
皆
「
仏

界
の
当
体
と
し
て
平
等
（
29
）」

な
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

池
田
氏
は
、
日
蓮
の
法
華
経
解
釈
を
も
と
に
、
法
華
経
の
意

義
を
「『
仏
界
』
と
い
う
、
一
人
一
人
の
内
に
あ
る
最
高
の
境

涯
を
開
発
す
る
（
30
）」

こ
と
に
見
て
い
る
。
こ
の
仏
界
と
は
何
か
に

つ
い
て
、
同
氏
は
「
宇
宙
と
生
命
の
究
極
の
実
相
を
極
め
た
知

恵
、
お
よ
び
宇
宙
生
命
と
自
己
の
生
命
の
一
体
性
を
覚
知
し
た

と
こ
ろ
か
ら
わ
き
い
ず
る
無
限
の
生
命
力
を
そ
な
え
た
実
在
で

あ
り
、
真
実
の
幸
福
を
築
く
源
泉
と
な
る
も
の
（
31
）」

で
あ
る
と
解

釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
蓮
の
「
末
代
の
凡
夫
出し
ゅ
つ

生し
ょ
う
し
て
法

華
経
を
信
ず
る
人
は
人
界
に
仏
界
を
具
足
す
る
故
な
り
（
32
）」

と
い

う
言
に
も
と
づ
い
て
、
仏
界
を
開
く
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
。

　

池
田
氏
は
、ト
ル
ス
ト
イ
の
説
く
「
神
」
に
つ
い
て
、「
神
は
、

自
身
の
中
に
の
み
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
自
身
の
中
に
見
出

せ
な
い
な
ら
ば
、
ど
こ
に
も
な
い
（
33
）」

と
い
う
彼
の
言
葉
に
ふ
れ

て
、「
一
切
の
人
々
の
生
命
に
〝
仏
性
〞
と
い
う
尊
極
の
存
在

を
説
く
、
仏
教
の
人
間
観
を
想
起
」
さ
せ
る
と
し
て
、
仏
教
と

の
共
鳴
性
を
指
摘
し
て
い
る
（
34
）。

　

こ
の
よ
う
な
両
者
の
思
想
は
、
と
も
に
永
遠
の
生
命
観
に
も

と
づ
い
て
い
る
。
両
者
の
言
う
仏
性
、
神
性
は
、
肉
体
の
死
に

よ
っ
て
、
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、「
肉

体
的
な
死
は
、
空
間
的
な
肉
体
と
、
時
間
的
な
意
識
を
消
滅
さ

せ
は
す
る
が
、
生
命
の
根
幹
を
な
す
も
の
│
す
な
わ
ち
、
個
々

の
存
在
の
世
界
に
対
す
る
特
別
な
関
係
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
（
35
）」

と
言
っ
て
い
る
。「
個
々
の
存
在
の
世
界
に
対
す

る
特
別
な
関
係
」
と
は
、「
あ
る
も
の
を
よ
り
好
み
、
別
の
も

の
を
好
ま
な
い
『
我
』（36
）」

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
時

間
と
空
間
の
条
件
下
で
作
ら
れ
る
一
時
的
な
性
質
と
し
ば
し
ば
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混
同
さ
れ
る
が
、
基
本
的
な
個
々
の
「
我
」
は
時
空
の
外
に
常

に
あ
り
、
そ
れ
が
永
遠
に
続
く
の
で
あ
る
と
ト
ル
ス
ト
イ
は
考

え
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
個
々
の
我
も
、
そ
の
根
源
に
お
い
て
は
合
一

し
て
い
る
と
す
る
。

　
「
す
べ
て
の
生
き
も
の
は
、
身
体
は
分
離
さ
れ
て
い
る
が
、

生
命
の
源
は
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
生
き
も
の
の

中
に
あ
る
（
37
）」。

そ
の
根
源
を
神
と
彼
は
呼
ん
で
お
り
、故
に
個
々

の
生
命
に
神
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

池
田
氏
は
、
Ａ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
と
の
対
談
で
、
死
を
〝
空
〞

の
概
念
で
と
ら
え
、「
現
象
と
し
て
は
現
れ
な
く
と
も
、
厳
然

と
実
在
す
る
状
態
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、

「
実
在
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
目
に
見
え
ま
せ
ん
か
ら
、

〝
無
〞
と
変
わ
ら
な
い
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
実
在

す
る
以
上
、
縁
に
ふ
れ
て
目
に
見
え
る
現
象
と
し
て
現
れ
る
の

で
す
。
そ
う
な
る
と
〝
無
〞
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
〝
有
〞

と
〝
無
〞
と
い
う
二
つ
の
概
念
だ
け
で
は
表
現
で
き
な
い
状
態

で
す
（
38
）」

と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、「
生
命
の
本
質
は
〝
生
〞
す

な
わ
ち
〝
有
〞
と
、〝
死
〞
す
な
わ
ち
〝
無
〞
と
を
現
じ
な
が
ら
、

永
遠
に
存
続
し
て
い
く
超
時
間
的
実
在
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け

て
い
る
。

　

ま
た
、『
法
華
経
の
智
慧
』
に
お
い
て
、
寿
量
品
の
「
我が

実じ
つ

成じ
ょ
う

仏ぶ
つ

以い

来ら
い

、
無
量
無
辺
百
千
万
億
那な

ゆ

た
由
他
劫こ
う

」（39
）と

の
文
に
、

永
遠
の
仏
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
こ
の
「
我
」
に
つ

い
て
、「
一
往
は
釈
尊
の
こ
と
だ
が
、
再
往
は
十
界
の
一
切
衆

生
が
『
我
』
な
の
で
す
。
こ
の
自
分
が
永
遠
の
仏
な
の
で
す
（
40
）」

と

述
べ
て
い
る
。

　

ト
ル
ス
ト
イ
思
想
、
池
田
思
想
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
の
究

極
の
精
神
性
を
開
き
、
開
発
す
る
た
め
の
方
途
に
お
い
て
も
共

通
し
て
い
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
心
の
状
態
が
よ
く
な
い
と
き
、
神
へ
の
疑
い
が
あ
た
ま
を

も
た
げ
て
く
る
。
そ
ん
な
と
き
の
確
実
な
救
済
法
は
、
た
だ
ひ

と
つ
│
神
に
つ
い
て
考
え
る
の
を
や
め
て
、
神
の
法
に
つ
い

て
、
思
い
を
は
せ
、
そ
の
法
を
実
践
す
る
こ
と
│
つ
ま
り
、
す

べ
て
の
人
を
愛
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
孤
独
な
瞑
想
で
は
、

神
は
認
識
で
き
な
い
。
他
者
の
幸
せ
の
た
め
に
行
動
す
る
と
い

う
愛
の
実
践
の
中
で
し
か
、
神
を
感
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
（
41
）」
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池
田
氏
は
、「
こ
の
わ
が
生
命
の
仏
性
を
開
覚
し
た
と
き
、

そ
の
人
の
活
動
は
、
他
の
す
べ
て
に
対
す
る
無
限
の
慈
悲
と
し

て
あ
ら
わ
れ
る
（
42
）」

の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
池
田
氏
は
道
徳
的
実
践
の
困
難
さ
に
つ
い
て
言
及

し
て
お
り
、
非
道
徳
な
行
為
が
悪
と
わ
か
っ
て
い
て
も
な
く
な

ら
な
い
こ
と
を
人
間
に
ひ
そ
む
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
結
び
つ
け
て
い

る
（
43
）。

こ
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
宗
教
的
愛
に
よ
っ

て
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か
。
池
田
氏
は
、
人
間
が
も
つ

種
々
の
欲
望
の
中
で
、
人
間
的
生
を
創
造
す
る
方
向
に
生
き
生

き
と
発
動
さ
せ
る
〝
本
源
的
欲
望
〞
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
宇
宙

生
命
と
の
合
一
を
求
め
る
欲
望
で
あ
る
、
宇
宙
の
底
流
か
ら
生

へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
く
み
出
し
て
く
る
、こ
の
〝
本
源
的
欲
望
〞

と
連
係
を
保
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
種
々
の
欲
望
が
新
た

な
創
造
性
を
強
め
て
い
く
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
法
華

経
は
、
欲
望
の
消
滅
を
め
ざ
す
の
で
は
な
く
、「
宇
宙
や
他
の

一
切
の
生
命
と
自
我
と
の
調
和
・
融
合
を
説
き
、
そ
こ
に
、
人

生
に
お
け
る
理
想
的
な
幸
福
が
あ
る
（
44
）」

と
説
い
て
い
る
、
と
し

て
い
る
。
慈
悲
に
よ
る
利
他
の
実
践
は
、
こ
の
た
め
の
も
の
で

あ
り
、「
欲
望
は
こ
の
高
い
理
念
の
実
践
に
よ
っ
て
、
自
然
に

超
克
さ
れ
る
（
45
）」

の
で
あ
る
。

　

仏
法
が
標
榜
す
る
理
想
に
つ
い
て
、
池
田
氏
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
「
仏
法
が
教
え
、
ま
た
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
究
極
の
理

想
は
、
人
間
の
本
源
的
主
体
性
を
確
立
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ

は
、
各
人
の
宿
業
に
対
す
る
主
体
性
で
あ
り
、
社
会
的
・
自
然

的
環
境
に
対
す
る
主
体
性
で
も
あ
り
ま
す
（
46
）」

　

池
田
氏
の
「
仏
」
の
と
ら
え
方
は
、
凡
夫
こ
そ
が
現
実
の
仏

の
姿
で
あ
る
と
し
て
特
別
な
修
行
の
必
要
性
を
認
め
な
い
日
本

仏
教
の
本
覚
思
想
や
、
死
後
の
極
楽
往
生
を
説
く
念
仏
思
想
と

は
異
な
っ
て
い
る
。
仏
性
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
潜
在

的
な
内
な
る
善
で
あ
り
、
同
時
に
内
な
る
悪
も
人
間
に
は
潜
ん

で
い
る
た
め
、
人
間
の
内
面
に
お
い
て
悪
と
戦
い
、
仏
界
を
強

め
て
い
く
作
業
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。

　

前
述
の
「
こ
の
わ
が
生
命
の
仏
性
を
開
覚
し
た
と
き
、
そ
の

人
の
活
動
は
、
他
の
す
べ
て
に
対
す
る
無
限
の
慈
悲
と
し
て
あ

ら
わ
れ
る
（
47
）」

と
い
う
氏
の
考
え
方
は
、
神
が
「
愛
」
と
い
う
か

た
ち
と
し
て
心
中
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
ト
ル
ス
ト
イ
の
主
張

と
共
鳴
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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加
え
て
、
そ
の
仏
性
あ
る
い
は
神
性
を
強
め
て
い
く
た
め

に
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
池
田
両
者
と
も
に
自
己
を
成
長
さ
せ
る
実

践
の
重
要
性
を
強
調
し
て
お
り
、
そ
の
実
践
は
、
必
ず
他
者
へ

の
慈
愛
と
い
う
か
た
ち
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
共
通
し
て
い

る
。
そ
の
実
践
を
通
じ
て
人
間
的
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
を
池

田
氏
は
「
人
間
革
命
」
と
呼
び
、
そ
れ
は
「
成
仏
」
の
現
代
的

な
表
現
で
あ
る
と
い
う
（
48
）。

　

池
田
氏
は
、『
法
華
経
の
智
慧
』
に
お
い
て
、「
因
果
倶ぐ

じ時
」、

「
十じ
っ
か
い界
互ご

ぐ倶
」
の
観
点
か
ら
、
永
遠
の
生
命
、
無
始
の
仏
界
に

つ
い
て
さ
ら
に
論
じ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
そ
れ
を
詳
細
に
取
り

上
げ
る
紙
数
は
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
生
命
が
永
遠
で
あ

る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
本
質
的
な
定
義
は
、
仮
説
に
な
ら
ざ
る

を
え
な
い
。
た
だ
し
、
氏
は
、
科
学
の
仮
説
で
問
題
と
な
る
の

が
真
偽
で
あ
り
、
一
方
「
宗
教
上
の
〝
仮
説
〞
に
つ
い
て
問
わ

れ
る
の
は
、
人
間
的
資
質
の
向
上
の
た
め
に
も
ち
う
る
価
値
で

あ
る
（
49
）」

と
述
べ
て
い
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
、
池
田
氏
が
言
及
す
る

生
命
の
永
遠
性
は
、
人
間
的
成
長
に
資
す
る
価
値
を
生
み
出
す

仮
説
で
あ
り
、「
毒
矢
の
た
と
え
」
に
お
け
る
マ
ー
ル
ン
ク
ヤ

の
問
い
は
、
知
的
な
関
心
か
ら
発
し
た
、
真
偽
を
問
う
も
の
で

あ
っ
た
が
故
に
、
釈
尊
は
、
そ
の
問
い
に
価
値
を
見
出
さ
ず
、

却
下
し
た
と
い
え
る
。

結
び

　

ト
ル
ス
ト
イ
は
、
自
身
を
善
の
行
為
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
救

済
し
て
い
く
と
い
う
仏
教
思
想
に
共
感
し
て
い
た
が
、
仏
教
を

「
生
き
る
意
味
」
を
否
定
す
る
過
ち
を
お
か
し
て
い
る
と
考
え

て
い
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
見
ら
れ
た
厭
世
的

仏
教
観
の
影
響
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
法
華
経

思
想
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
ト
ル
ス
ト
イ
自
身
が
考
え
て
い
た

よ
り
も
、
ト
ル
ス
ト
イ
思
想
と
仏
教
と
の
間
に
、
よ
り
深
い
類

似
性
が
見
出
さ
れ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
法
華
経
を
根
本
と
す
る

日
蓮
仏
法
を
現
代
に
展
開
し
た
池
田
思
想
と
の
比
較
に
お
い

て
、
人
間
が
本
来
も
つ
無
限
の
精
神
的
可
能
性
へ
の
信
を
土
台

と
す
る
人
間
主
義
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
し
か
し
、
そ
れ
が
当
時
の
教
会
の
教
義
と
は
、
相
容
れ
な
い
も

の
で
あ
り
、
後
に
破
門
さ
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
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で
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
宗
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
、

仏
教
で
あ
る
と
す
る
批
評
（
ベ
ル
ジ
ャ
エ
フ
）
も
あ
る
。

（
２
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ（
一
九
九
二
）『
日
記
』（
筆
者
訳
。以
下
ト
ル

ス
ト
イ
原
文
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
筆
者
訳
）То

л
с
т
о
й
 Л

.Н
.

　
　

 Д
н
е
в
н
и
к

/ Т
о
л
с
т
о
й

 Л
.Н

.П
о
л

.с
о
б

.с
о
ч

. в
 91 т

. 

　
　

 М
.; Х

у
д

. Л
и
т

-р
а
, 

第
四
七
巻
三
七
ペ
ー
ジ
（
以
下
、
ト
ル

ス
ト
イ
の
引
用
は
、
注
28
以
外
す
べ
て
本
全
集
に
よ
る
）

（
３
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
日
記
』、
全
集
・
第
四
九
巻
一
二
一
ペ
ー

ジ

（
４
）『
バ
ラ
モ
ン
経
典 
原
始
仏
典
』「
世
界
の
名
著
１
」
中
央
公
論

社
、
一
九
七
九
、
四
七
三
‐
四
七
八
ペ
ー
ジ

（
５
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
日
記
』、
全
集
・
第
四
七
巻
三
七
ペ
ー
ジ

（
６
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
読
書
の
輪
』、
全
集
・
第
四
一
巻
五
七
九

ペ
ー
ジ

（
７
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
読
書
の
輪
』、
全
集
・
第
四
二
巻
一
一
〇

ペ
ー
ジ

（
８
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
読
書
の
輪
』、
全
集
・
第
四
一
巻
一
三
九

ペ
ー
ジ

（
９
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
生
命
に
つ
い
て
』、
全
集
・
第
二
六
巻
三

六
三
ペ
ー
ジ

（
10
）
当
時
、
技
術
革
新
の
う
ね
り
の
中
で
、
科
学
・
技
術
こ
そ
が

社
会
を
変
え
る
と
い
う
科
学
至
上
主
義
や
、
政
治
体
制
の
転

換
に
よ
っ
て
社
会
の
改
善
を
は
か
ろ
う
と
す
る
革
命
思
想
に

対
し
て
、
人
間
自
身
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
何
も
変
わ
ら
な
い

と
い
う
批
判
を
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
多
く
の
論
文
で
展
開
し
て

い
る
。

（
11
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
カ
ル
マ
』、
全
集
・
第
三
一
巻
四
七
ペ
ー

ジ

（
12
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
日
記
』、
全
集
・
第
五
五
巻
二
七
四
ペ
ー

ジ

（
13
）
同
上

（
14
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
神
の
国
は
汝
の
内
に
あ
り
』、
全
集
・
第

二
八
巻
七
八
ペ
ー
ジ

（
15
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ　

同
七
七
ペ
ー
ジ

（
16
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ　

同
七
九
ペ
ー
ジ

（
17
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ　

同
四
一
ペ
ー
ジ

（
18
）
ト
ル
ス
ト
イ
は
、『
神
の
国
は
汝
の
内
に
あ
り
』
の
中
で
、「
悪

に
抗
す
る
な
か
れ
」
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
の
教
え
が
実
行
不
可
能

で
あ
る
と
い
う
人
は
、
そ
の
教
え
を
守
る
べ
き
規
則
と
見
て
い

る
が
、
そ
れ
は
規
則
で
は
な
く
、
人
間
が
絶
え
ず
め
ざ
し
て
い

く
べ
き
理
想
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
19
）「
２
日
ほ
ど
し
ま
し
た
ら
、
必
ず
『
蓮
華
』
と
グ
リ
ゼ
バ
フ
の

第
一
巻
を
お
送
り
し
ま
す
。
私
の
『
蓮
華
』
は
大
切
に
し
て
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
に
。
価
値
の
あ
る
本
で
あ
る
こ
と
が
お
わ
か

り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
貴
方
の
た
め
に
も
一
冊
購
入
す
る
よ

う
に
い
た
し
ま
す
。」« Т

о
л
с
т
о
в
с
к
и
й
 м

у
з
е
й
»  Т

.II 

　
    п

е
р
е
п
и
с
к
а
 Л

.Н
.Т

о
л
с
т
о
г
о
 с

 Н
.Н

. С
т
р
а
х
о
в
ы
м

, 
　

    1870-1894. и
з
д

. О
б
щ
е
с
т
в
о
 Т

о
л
с
т
о
в
с
к
о
г
о
 м

у
з
е
я

. 
　

    С
.-П

е
т
е
р
б
у
р
г
. 1914. С

.334

　
　
　

こ
の
蓮
華
は
、
有
名
な Eugène Burnouf 

の "Le Lotus 
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de la Bonne Loi, traduit du sanscrit, accom
pagné d'un 

com
m
entaire et de vingt et un m

ém
oires relatifs au 

buddhism
e", Paris, 1852, 

で
あ
る
こ
と
が
、
本
書
簡
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
「
ト
ル
ス
ト
イ
博
物
館
」
に
注
と
し
て
し
る
さ
れ

て
い
る
。

　
　
　

ロ
シ
ア
の
東
洋
学
者
Ａ
・
イ
グ
ナ
ト
ー
ビ
ッ
チ
は
、Ignatovich 

A
. Echoes of the Lotus Sū tra in T

olstoy ʼs Philosophy, 
D
harm

a W
orld

. T
okyo: K

osei Publishing Co., 1998. 
V
ol. 25.

の
中
で
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
法
華
経
を
読
ん
だ
か
ど
う
か

に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
事

実
か
ら
、
ト
ル
ス
ト
イ
が
法
華
経
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
十

分
考
え
ら
れ
る
。

（
20
）
Ｐ
・
ビ
リ
ュ
コ
フ（
二
〇
〇
〇
）Б

и
р
ю
к
о
в
 П

. Б
и
о
г
р
а
ф
и
я
 

　
　

 Л
.Н

.Т
о
л
с
т
о
г
о
 в

 д
в
у
х
 к

н
и
г
а
х

. М
.; А

л
г
о
р
и
т
м

.

　
　

 С
.159

（
21
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
宗
教
と
は
何
か
、
そ
の
本
質
は
ど
こ
に

あ
る
か
』、
全
集
・
第
三
五
巻
一
六
三
ペ
ー
ジ

（
22
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
人
生
の
道
』、
全
集
・
第
四
五
巻
六
〇
ペ

ー
ジ

（
23
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
懺
悔
』、
全
集
・
第
二
三
巻
四
六
ペ
ー
ジ 

（
24
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
日
記
』、
全
集
・
第
五
六
巻
一
二
一
ペ
ー

ジ

（
25
）
注
（
19
）
イ
グ
ナ
ト
ー
ビ
ッ
チ
（
一
九
九
八
）

（
26
）
大
正
大
蔵
経　

第
九
巻
五
十
ペ
ー
ジ
下

（
27
）
18
世
紀
半
ば
に
ロ
シ
ア
に
起
こ
っ
た
正
教
の
分
派
で
、
神
は
人

間
の
心
に
宿
る
と
し
て
、
神
と
人
間
の
仲
介
者
と
し
て
の
教
会

を
否
定
す
る
。
19
世
紀
に
は
、
兵
役
を
拒
否
し
て
、
国
家
か
ら

迫
害
さ
れ
た
が
、
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
等
の
尽
力
で
、
カ
ナ
ダ
に

移
住
。

（
28
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ（
一
九
一
三
）Толстой Л

.Н
. М

ы
с
л
и
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（
29
）
池
田
大
作
（
二
〇
〇
一
）
聖
教
ワ
イ
ド
文
庫
『
法
華
経
の
智
慧
』

第
五
巻 

聖
教
新
聞
社 

一
一
〇
ペ
ー
ジ

（
30
）
池
田
大
作
（
二
〇
〇
一
）
聖
教
ワ
イ
ド
文
庫
『
法
華
経
の
智
慧
』

第
一
巻 

聖
教
新
聞
社 

一
五
六
ペ
ー
ジ

（
31
）
池
田
大
作
（
一
九
九
一
）
池
田
大
作
全
集
第
三
巻
所
収
「
二
十

一
世
紀
へ
の
対
話
」
聖
教
新
聞
社 

二
九
六
ペ
ー
ジ

（
32
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』（
一
九
五
二
）
創
価
学
会 

二
四
一
ペ

ー
ジ
、「
如
来
滅
後
五
五
百
歳
始
観
心
本
尊
抄
」

（
33
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
人
生
の
道
』、
全
集
・
第
四
五
巻
六
〇
ペ

ー
ジ 

（
34
）
池
田
大
作
（
一
九
九
八
）
池
田
大
作
全
集
第
一
巻
所
収
「
東
西

融
合
の
緑
野
を
求
め
て
」 

聖
教
新
聞
社 

三
四
二
ペ
ー
ジ 

（
35
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
生
命
に
つ
い
て
』、
全
集
・
第
二
六
巻
四

〇
一
ペ
ー
ジ

（
36
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ　

同
四
〇
四
ペ
ー
ジ

（
37
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
人
生
の
道
』、
全
集
・
第
四
五
巻
四
七
ペ

ー
ジ

（
38
）
前
掲
「
二
十
一
世
紀
へ
の
対
話
」 

四
八
九
ペ
ー
ジ
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（
39
）
大
正
大
蔵
経　

第
九
巻
四
二
ペ
ー
ジ
中

（
40
）
前
掲
『
法
華
経
の
智
慧
』
第
四
巻 

八
九
ペ
ー
ジ

（
41
）
Ｌ
・
ト
ル
ス
ト
イ
『
人
生
の
道
』、
全
集
・
第
四
五
巻
六
七
ペ

ー
ジ

（
42
）
前
掲
「
二
十
一
世
紀
へ
の
対
話
」 

五
二
四
ペ
ー
ジ

（
43
）
同 
五
八
一
ペ
ー
ジ

（
44
）
同 

五
九
四
ペ
ー
ジ

（
45
）
同
上

（
46
）
同 

六
三
二
ペ
ー
ジ

（
47
）
同 

五
二
四
ペ
ー
ジ

（
48
）
前
掲
『
法
華
経
の
智
慧
』
第
一
巻 

三
九
ペ
ー
ジ

（
49
）
前
掲
「
二
十
一
世
紀
へ
の
対
話
」 

四
八
二
ペ
ー
ジ

（
え
ぐ
ち　

み
つ
る
／
東
洋
哲
学
研
究
所
委
嘱
研
究
員
）


