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菩
提
樹
と
人
間
革
命

ロ
ケ
ッ
シ
ュ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ

　

壇
上
の
皆
さ
ま
、
そ
し
て
聴
衆
の
皆
さ
ま
。
私
は
こ
ん
な
こ

と
を
記
憶
し
て
い
ま
す
。
１
９
７
９
年
、
池
田
大
作
会
長
が
、

イ
ン
ド
政
府
の
招
待
で
デ
リ
ー
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ

の
際
、
会
長
は
菩
提
樹
を
所
望
さ
れ
た
の
で
す
が
、
外
務
大
臣

は
菩
提
樹
の
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
が
説
明
し
ま
す

と
、
そ
ん
な
大
き
な
木
を
飛
行
機
に
ど
う
や
っ
て
乗
せ
る
の
か

と
聞
く
の
で
す
。
私
は
会
長
に
、
私
の
﹁
菩
提
樹
の
盆
栽
﹂
を

差
し
上
げ
ま
し
た
。
高
さ
は
１
フ
ィ
ー
ト
︵
約
30
セ
ン
チ
︶
く
ら

い
で
し
た
。
小
さ
い
な
が
ら
枝
ぶ
り
が
よ
く
、
美
し
い
菩
提
樹

で
し
た
。
結
局
、
税
関
で
引
っ
か
か
っ
て
し
ま
い
、
日
本
に
持

ち
込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
。

　

し
か
し
、
皆
さ
ん
。
現
在
、
私
た
ち
は
、
デ
リ
ー
に
こ
の
広

大
な
る
菩
提
樹
園
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
︵
※
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
の
提
唱
に
よ
っ
て
、
１
９
９
３
年
９
月
、﹁
創

価
菩
提
樹
園
﹂
が
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
近
郊
に
開
園
︶

菩
提
樹
が
象
徴
す
る
も
の

　

菩
提
樹
は
存
在
に
価
値
を
与
え
る
重
要
な
働
き
を
表
し
て
い

ま
す
。
こ
こ
で
は
物
質
性
と
精
神
性
が
融
合
し
て
い
ま
す
。
両

者
は
調
和
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
両
者
の
調
和
と
相

互
連
関
が
不
可
欠
な
の
で
す
。

　

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
、
菩
提
樹
を
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ッ
タ
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︶
と
い
い
ま
す
。
も
と
も
と
﹁
馬
を
停
め
る
場
所
﹂

と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
昔
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
階
級
の
王
族
や

武
人
が
馬
を
菩
提
樹
に
つ
な
い
だ
か
ら
で
す
。
馬
は
疲
れ
果
て

な
い
か
ぎ
り
、
荒
々
し
い
も
の
で
す
。
馬
た
ち
が
本
能
の
ま
ま

に
駆
け
る
姿
は
、
モ
ン
ゴ
ル
に
行
け
ば
見
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

自
然
の
中
を
疾
駆
す
る
馬
を
見
る
の
は
気
持
ち
の
よ
い
も
の
で

す
。

　

ブ
ッ
ダ
は
、
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ッ
タ
の
木
の
下
で
瞑
想
し
ま
し
た
。

私
た
ち
人
間
の
心
、
落
ち
着
き
の
な
い
心
が
、
し
っ
か
り
し
た

価
値
の
体
系
を
見
出
す
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か

─
と
。

ブ
ッ
ダ
は
こ
の
木
の
下
に
座
り
、
手
の
つ
け
ら
れ
な
い
暴
れ
馬
、

つ
ま
り
私
た
ち
人
間
の
心
を
統
御
し
た
の
で
す
。
ユ
ネ
ス
コ
憲

章
は
﹁
戦
争
は
人
の
心
の
中
で
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
い

う
一
文
で
始
ま
り
ま
す
。
私
な
ら
、﹁
平
和
は
人
の
心
の
中
で
生

ま
れ
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
し
た
で
し
ょ
う
。
悟
り
、
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
で
い
う
ボ
ー
デ
ィ
は
、ボ
ー
デ
ィ
チ
ッ
タ
︵B

odhi-citta

︶

す
な
わ
ち
﹁
菩
提
心
﹂
か
ら
始
ま
る
の
で
す
。

　

ブ
ッ
ダ
は
、
菩
提
樹
の
下
に
49
日
間
、
座
っ
て
い
ま
し
た
。

空
腹
に
耐
え
、
馬
、
つ
ま
り
心
を
御
し
な
が
ら
。

　

仏
典
の
最
古
の
部
分
に
は
、こ
ん
な
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。﹁
彼

は
青
空
に
映
え
る
ピ
ッ
パ
ラ
︵
菩
提
樹
︶
の
葉
を
見
上
げ
た
。
葉

の
先
端
が
前
後
に
揺
れ
、
ま
る
で
彼
を
呼
ん
で
い
る
よ
う
だ
っ

た
。
葉
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
と
、
彼
に
は
太
陽
と
星
々
の

存
在
が
は
っ
き
り
と
見
え
た
。
太
陽
が
な
け
れ
ば
、
光
と
温
か

さ
が
な
け
れ
ば
、
葉
は
存
在
で
き
な
い
。
彼
は
ま
た
、
葉
の
中

に
雲
の
存
在
を
見
た
。
雲
が
な
け
れ
ば
、
雨
は
降
ら
な
い
。
雨

が
降
ら
な
け
れ
ば
、
葉
は
存
在
で
き
な
い
。
彼
は
、
大
地
、
時
間
、

空
間
、
心
を
見
た
﹂

　

私
は
、こ
の
心
と
い
う
言
葉
に
留
意
し
た
い
と
思
い
ま
す
。﹁
す

べ
て
は
葉
の
中
に
あ
っ
た
。
実
際
、
あ
の
瞬
間
、
一
枚
の
葉
の

中
に
全
宇
宙
が
存
在
し
て
い
た
。
葉
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
驚

く
べ
き
奇
跡
だ
っ
た
﹂

　

平
和
と
い
う
の
は
、
生
態
系
の
平
和
の
こ
と
で
す
。
生
態
系

が
な
け
れ
ば
、
心
も
、
人
間
性
も
、
生
命
も
存
在
し
ま
せ
ん
。

平
和
と
い
う
と
、
私
た
ち
は
真
っ
先
に
社
会
の
平
和
を
思
い
浮

か
べ
ま
す
。
し
か
し
、
す
べ
て
を
超
越
す
る
こ
と
で
、
社
会
的
、

政
治
的
、
あ
る
い
は
地
球
的
平
和
の
前
提
と
な
る
精
神
的
平
和

が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
す
。
イ
ン
ド
で
は
、シ
ャ
ン
テ
ィ
︵
平
和
︶
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を
３
回
唱
え
ま
す
。﹁Shantih, shantih, shantih!

﹂
と
。
最
初
の

シ
ャ
ン
テ
ィ
は
生
態
系
の
平
和
で
す
。
私
た
ち
人
間
と
自
然
と

が
調
和
し
た
状
態
で
す
。
２
番
目
は
社
会
の
平
和
で
す
。
社
会
、

国
々
の
中
の
平
和
で
す
。
３
番
目
が
、
平
和
の
す
べ
て
の
要
素

の
前
提
と
な
る
精
神
の
平
和
で
す
。

　

ブ
ッ
ダ
は
菩
提
樹
の
下
に
座
り
、
馬
す
な
わ
ち
心
を
十
分
に

調
御
さ
れ
ま
し
た
。︵
パ
キ
ス
タ
ン
の
︶
タ
キ
シ
ラ
に
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ロ
ス
大
王
の
馬
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
︵
塔
︶
が
あ
り
ま
す
。
ダ
ル
マ

ラ
ー
ジ
カ
・
ス
ト
ゥ
ー
パ
で
す
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
こ
の

馬
で
長
い
遠
征
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。
イ
ン
ド
に
到
達
し
た
と

き
、
何
千
マ
イ
ル
も
の
距
離
を
駆
け
て
き
た
疲
れ
と
暑
さ
で
馬

は
息
絶
え
、
そ
の
死
を
悼
ん
で
タ
キ
シ
ラ
に
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
建

て
ら
れ
た
の
で
す
。
ス
ト
ゥ
ー
パ
は
今
も
廃
墟
の
な
か
に
残
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
馬
は
何
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
れ
は
単
に
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
馬
で
あ
る
と
い
う
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
調
教
さ
れ
、
統
御
さ
れ
、
よ
り
高
い
精
神

的
存
在
と
な
っ
た
馬
、
す
な
わ
ち
心
な
の
で
す
。

蓮
華
が
象
徴
す
る
も
の

　

法
華
経
が
﹁
蓮
華
の
経
典
︵Lotus Sutra

︶﹂
と
よ
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？　

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

の
法
華
経
に
は
４
色
︵
紅
・
青
・
黄
・
白
︶
の
蓮
華
が
出
て
き
ま
す
。

鳩
摩
羅
什
は
す
ぐ
れ
た
創
造
的
翻
訳
者
で
し
た
が
、
そ
の
う
ち

黄
蓮
華
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
紅
、
青
、
黄
、
白
は
、

人
間
の
活
動
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
を
表
し
て
い
ま
す
。
最
高
の

色
は
白
で
す
。
純
粋
な
色
で
あ
り
、
意
識
が
こ
の
上
な
く
澄
ん

だ
状
態
を
示
し
ま
す
。

　

法
華
経
は
色
の
調
和
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
朝
陽
の
７
色
の

調
和
と
同
じ
で
す
。
こ
れ
は
物
理
の
原
理
で
、violet

︵
紫
︶、

indigo

︵
藍
︶、blue

︵
青
︶、green

︵
緑
︶、yellow

︵
黄
︶、orange

︵
橙
︶、red

︵
赤
︶
の
７
色

─
頭
文
字
を
と
っ
てV

IB
G

Y
O

R

と

い
い
ま
す
が

─
を
表
し
て
い
ま
す
。
７
色
は
個
々
の
色
と
し

て
は
見
え
ま
せ
ん
。
太
陽
の
光
の
中
で
調
和
し
、
共
存
し
て
い

ま
す
。
太
陽
の
光
は
、
私
た
ち
に
す
べ
て
の
農
の
世
界
を
与
え

て
く
れ
ま
す
。
農
業
は
人
間
の
生
活
に
不
可
欠
な
も
の
で
す
。

　

な
ぜ
馬
で
は
な
く
蓮
華
が
シ
ン
ボ
ル
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
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ょ
う
か
。

　

蓮
は
村
の
ぬ
か
る
み
で
育
ち
ま
す
。
村
で
最
も
汚
れ
た
池
に
、

最
も
美
し
い
蓮
が
育
つ
の
で
す
。
蓮
の
美
し
い
花
と
泥
の
共
存

─
そ
れ
を
人
間
の
意
識
に
反
映
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
生
命

の
マ
イ
ナ
ス
の
側
面
は
、
そ
れ
が
い
や
で
あ
っ
て
も
追
い
払
う

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
マ
イ
ナ
ス
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
プ
ラ

ス
に
変
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
プ
ラ
ス
の
側
面
と
マ
イ
ナ

ス
の
側
面
は
共
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
蓮
の
花
の

美
し
さ
と
泥
は
共
存
し
て
い
ま
す
。
共
存
し
て
い
る
だ
け
で
な

く
、
象
徴
的
な
共
生
関
係
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
共
生
関
係
が
、

蓮
華
の
４
色
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
人
生
の
さ
ま
ざ
ま

な
要
素
、
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
の
共
生
が
、

物
質
性
と
精
神
性
が
共
存
す
る
白
い
蓮
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。

　

池
田
会
長
は
、
仏
教
の
教
え
を
深
く
体
得
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

会
長
は
ア
ル
ハ
ッ
ト
︵arhat

＝
阿
羅
漢
︶
の
体
現
者
で
す
。
生
命

に
つ
い
て
書
き
、
生
命
を
感
じ
、
生
命
を
崇
敬
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
会
長
は
人
間
の
意
識
の
広
が
り
を
象
徴
し
て
お
ら
れ
る

の
で
す
。

　

以
前
、
カ
ラ
ン
・
シ
ン
博
士
︵
ネ
ル
ー
大
学
前
総
長
︶
か
ら
﹁
ヴ

ェ
ー
ダ
ー
ン
タ
哲
学
で
は
、
最
後
に
は
ア
ー
ナ
ン
ダ
︵
歓
喜
︶
に

至
る
。
し
か
し
、
仏
教
で
は
ド
ゥ
ク
ハ
︵duhkha

＝
苦
︶
の
こ
と

し
か
言
わ
な
い
の
は
な
ぜ
か
﹂
と
尋
ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
と
き
私
は
シ
ン
博
士
に
、
仏
教
に
関
す
る
池
田
会
長

の
本
の
結
論
を
読
む
よ
う
勧
め
ま
し
た
。

　
︵
入
滅
間
近
の
︶
ブ
ッ
ダ
は
ア
ム
ラ
パ
リ
の
家
で
最
後
の
夕
食
を

と
り
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
の
村
を
後
に
す
る
と
き
、
振
り
返

っ
て
﹁
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
の
な
ん
と
美
し
い
こ
と
よ
！
﹂
と

言
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
を
池
田
会
長
は
書
い
て
い
る
か
ら
で

す
。
さ
ら
に
示
唆
に
富
む
言
葉
は
、
ブ
ッ
ダ
の
言
っ
た
﹁
生
き

る
こ
と
は
な
ん
と
美
し
い
！
﹂
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で

は
﹁M

anoram
am

 Jivitam

﹂
と
い
い
ま
す
。
池
田
会
長
の
す
べ

て
の
詩
に
、
生
命
へ
の
讃
歌
が
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。
会
長
の
詩

を
読
む
と
、
私
は
ブ
ッ
ダ
の
最
後
の
日
々
の
言
葉
を
思
い
出
す

の
で
す
。
池
田
会
長
の
魂
、
意
識
は
、
生
命
に
価
値
を
与
え
る

ブ
ッ
ダ
の
最
終
地
点
を
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。

　

会
長
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。﹁
自
分
を
軽

ん
じ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
あ
な
た
は
、
自
分
自
身
の
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中
に
大
宇
宙
を
抱
い
て
い
る
か
ら
で
す
﹂。
こ
れ
は
︵
最
古
の
経
典

と
さ
れ
る
︶
ア
ー
ガ
マ
︵
阿
含
︶
の
思
想
を
表
し
て
い
ま
す
。
心

を
高
め
昇
華
さ
せ
れ
ば
、
心
の
中
に
大
宇
宙
が
包
み
こ
ま
れ
、

生
命
は
ま
ば
ゆ
く
輝
く
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
人
間
革
命
で
す
。

し
か
し
、
生
命
の
輝
き
と
生
命
の
泥
の
両
方
が
調
和
し
て
共
存

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
多
様
性
、
差
異
、
矛
盾
、
そ
れ
ら

の
調
和
と
相
互
連
関
が
、
生
命
の
﹁
核
﹂
な
の
で
す
。
な
く
な

っ
て
よ
い
も
の
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
受
け
入
れ
、
昇
華
さ
せ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

イ
ン
ド
に
こ
の
美
し
い
菩
提
樹
園
を
実
現
し
て
く
だ
さ
っ
た

池
田
会
長
に
、
重
ね
て
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

菩
提
樹
が
仏
教
で
象
徴
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
誰
か
が

本
を
書
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
初
期
仏
典
、
中
国
語
経
典
、
チ

ベ
ッ
ト
大
蔵
経
、
パ
ー
リ
語
経
典
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
経

典
で
は
、
菩
提
樹
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
。
イ
ン
ド
仏
教
美
術
の
初
期
に
は
、
菩
提
樹
は
ブ
ッ
ダ
の
悟

り
を
表
し
ま
し
た
。

　

制
御
さ
れ
ぬ
野
生
の
馬
だ
っ
た
﹁
心
﹂
は
、
ブ
ッ
ダ
を
輝
か

せ
る
光
明
と
な
り
ま
し
た
。
や
が
て
、
そ
れ
は
私
た
ち
自
身
の

ル
ネ
サ
ン
ス
︵
再
生
︶
を
も
た
ら
す
こ
と
で
し
ょ
う
。

︵Lokesh C
handra 

／
イ
ン
ド
文
化
国
際
ア
カ
デ
ミ
ー
理
事
長
︶


