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ロ
ケ
ッ
シ
ュ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ

　

こ
の
た
び
私
た
ち
は
魅
惑
の
都
パ
リ
に
集
っ
て
、
法
華
経
に

つ
い
て
の
対
談
集
﹃
仏
教
：
価
値
の
道い
﹄
発
刊
を
慶
賀
し
て
お

り
ま
す
。
パ
リ
と
い
え
ば
、
一
二
〇
〇
年
に
こ
の
地
に
創
設
さ

れ
た
大
学
︹
パ
リ
大
学
︺
を
想
起
し
ま
す
。
尊
厳
王
と
呼
ば
れ
た

フ
ィ
リ
ッ
プ
二
世
の
尽
力
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
こ
の
大
学
は
、

キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
る
す
べ
て
の
国
々
に
お
い
て
最
も
有
名
で

最
も
活
気
の
あ
る
＂
母
な
る
学
び
舎
＂
と
な
り
、
欧
州
全
域
か

ら
青
年
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
パ
リ
︵Paris

︶
は
、
ギ
リ

シ
ャ
伝
説
に
お
け
る
ト
ロ
イ
の
王
子
パ
リ
ス
︵Paris

︶
を
賞
揚
す

る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
唯
一
の
首
都
で
あ
り
、
パ
リ
ス
は
そ
の
美
貌

と
強
さ
で
知
ら
れ
、
ギ
リ
シ
ャ
美
術
で
若
き
美
男
と
し
て
描
か

れ
て
い
ま
すう
。　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
初
の
法
華
経
翻
訳

　

ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
パ
リ
に
お
い
て
、
ウ
ジ
ェ
ー
ヌ
・
ビ
ュ
ル

ヌ
フ
︵Eugène B

urnouf

／
一
八
〇
一
－
五
二
︶
が
、
一
八
四
一
年

に
は
、
法
華
経
の
第
五
章
︹
薬
草
喩
品
︺
を
訳
し
終
え
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
超
絶
主
義
を
唱
え
て
い
た
ソ
ロ
ー
や
エ
マ
ソ
ン

と
い
っ
た
影
響
力
の
あ
る
思
想
家
の
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り

ま
し
たえ
。
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
こ
の
翻
訳
こ
そ
、
法
華
経
が
初
め
て

︵
１
︶
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
た
ど
り
着
い
た
瞬
間
で
し
た
。
彼
は
法
華

経
全
章
の
翻
訳
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
現
代
の
言
葉

に
法
華
経
が
全
訳
さ
れ
た
最
初
の
出
来
事
で
し
た
。
彼
は
仏
教

研
究
の
最
初
の
礎
を
築
き
、
事
実
上
、
近
代
仏
教
学
の
父
と
な

っ
て
い
ま
す
。︹
ド
イ
ツ
の
東
洋
学
者
︺
ユ
リ
ウ
ス
・
モ
ー
ル
︵Jules 

M
ohl

／
一
八
〇
〇
－
七
六
︶
は
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
を
こ
う
讃
え
て
い
ま

す
。﹁
彼
は
歴
史
の
上
に
ま
っ
た
く
新
し
い
道
を
い
く
つ
も
切
り

拓
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
文
献
研
究
者
の
人
生
と
し
て
最

も
見
事
で
最
も
充
実
し
た
壮
麗
な
模
範
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ

自
体
が
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
栄
誉
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
﹂

と
。
ビ
ュ
ル
ヌ
フ
の
も
と
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
学
ん
だ
マ
ッ

ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー︵Friedrich M

ax M
üller

／
一
八
二
三
－
一
九
〇
〇
︶

の
よ
う
な
優
れ
た
ド
イ
ツ
人
イ
ン
ド
学
者
た
ち
の
指
導
に
よ
り
、

日
本
の
仏
教
者
も
近
代
仏
教
学
の
中
で
名
誉
あ
る
地
位
を
得
た

の
で
すお
。　ナ

ー
ラ
ン
ダ
僧
院
と
「
一
乗
」
経
典

　

偉
大
な
フ
ラ
ン
ス
の
中
国
学
者
ス
タ
ニ
ス
ラ
ス
・
ジ
ュ
リ
ア

ン
︵Stanislas Julien
／
一
七
九
七
－
一
八
七
三
︶
は
、
一
八
五
三
年

No Image

インド・ビハール州の「ナーランダ―大学（僧院）」跡（from Wikimedia Commons）。世界遺産。グプタ
朝時代、５世紀の創設とされ世界最古の大学のひとつ。唐の玄奘など各地から俊英が集い、最盛期に
は１万人の生徒と1500人の教師がいたという。12世紀末にイスラーム勢力によって大学は破壊され、
インド仏教滅亡を決定づけた。現在、インドでは「ナーランダ大学復興プロジェクト」が進展してお
り、新ナーランダ大学が2014年、授業を開始した



132

か
ら
五
八
年
に
か
け
て
、
玄
奘
三
蔵
の
イ
ン
ド
旅
行
記
︹
大
唐
西

域
記
︺
を
初
め
て
翻
訳
し
ま
し
た
。
玄
奘
三
蔵
は
、︹
グ
プ
タ
朝
の
︺

シ
ャ
ク
ラ
ー
デ
ィ
テ
ィ
ヤ
︵Sakradityat

︶
王
が
﹁
一
乗
︵
エ
カ
ヤ
ー

ナ
︶﹂
を
尊
重
し
、
三
宝
を
崇
敬
し
た
と
述
べ
て
い
ま
すか
。
王
は

佳
き
地
を
選
び
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
に
最
初
の
僧
院
を
立
て
ま
し
た
。

こ
の
王
こ
そ
、
イ
ン
ド
史
の
黄
金
期
で
あ
る
グ
プ
タ
朝
の
ク
マ
ー

ラ
グ
プ
タ
一
世
︵K

um
aragupta I

︶︹
在
位
四
一
四
－
五
五
／
帝
日
王
︺

で
あ
り
ま
す
。
法
華
経
は
、
世
界
的
に
有
名
な
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大

学
の
設
立
に
あ
た
り
、
一
乗
の
最
高
の
経
典
と
し
て
歴
史
的
な

役
割
を
果
た
し
た
の
で
す
。

　

も
う
ひ
と
り
の
フ
ラ
ン
ス
の
伝
説
的
な
中
国
学
者
エ
ド
ゥ

ア
ー
ル
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
︵Édouard C
havannes
／
一
八
六
五
－
一

九
一
八
︶
は
、
唐
王
朝
時
代
に
法
を
求
め
て
イ
ン
ド
を
訪
れ
た
六

十
人
の
高
僧
の
伝
記
︹
大
唐
西
域
求
法
高
僧
伝
︺
を
翻
訳
し
ま
し

た
。
そ
の
伝
記
は
、
義
浄
︵
六
三
五
－
七
一
三
︶
に
よ
っ
て
書
か

れ
た
も
の
で
す
。
義
浄
は
、
朝
鮮
の
新
羅
王
朝
の
僧
・
慧
輪
の

生
涯
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
が
、
慧
輪
は
ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
僧

院
に
つ
い
て
詳
し
い
記
述
を
残
し
て
い
ま
す
。﹁︹
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
︺

マ
ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
寺
院
︵
大
覚
寺
︶
の
北
東
七
由
旬
︵
駅
︶
あ
ま

り
の
と
こ
ろ
に
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
が
あ
る
。
ウ
ッ
タ
ラ
パ
タ

︵U
ttarapatha

／
北
イ
ン
ド
︶
の
僧
侶
で
あ
る
ラ
ー
ジ
ャ
ヴ
ァ
ン
シ

ャ
︵R

ajavam
sha

︶
の
た
め
に
、
帝
日
王
に
よ
り
建
立
さ
れ
たき
﹂

　

慧
立
︹
玄
奘
の
弟
子
︺
は
、
玄
奘
三
蔵
の
伝
記
︹
大
慈
恩
寺
三
蔵

法
師
伝
︺
の
中
で
、
バ
ー
ラ
ー
デ
ィ
ト
ヤ
王
︵B

ālāditya

／
幼
日
王
︶

は
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
を
増
築
し
、
そ
こ
に
は
中
国
僧
が
滞
在
し

た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
王
は
、
中
国
か
ら
来
た
僧
の
人
生
に
感

動
し
た
あ
ま
り
、
後
に
王
位
を
捨
て
て
出
家
し
ま
し
たく
。　

　

フ
ラ
ン
ス
の
学
問
は
、
グ
プ
タ
朝
の
王
た
ち
が
一
乗
の
教
え

に
厚
く
帰
依
し
た
結
果
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
設
立
に
お
い
て
法

華
経
が
特
筆
す
べ
き
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し

ま
し
た
。
そ
し
て
ま
た
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
に
は
、
韓
・
朝
鮮
半
島

や
中
国
の
僧
ら
が
頻
繁
に
来
訪
し
て
い
た
こ
と
も
。

生
命
の
開
花
と
上
昇
を
も
た
ら
す

　

法
華
経
は
、
生
命
へ
の
目
覚
め
で
す
。
そ
の
精
神
的
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
豊
か
さ
、
美
し
さ
。
そ
れ
は
﹁
大
乗
仏
教
文
献
の
王
者
﹂

で
す
。
王
た
る
仏
陀
は
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
瞑
想
の
法
を
行
い
、

聖
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
命
へ
の
降
臨
を
象
徴
す
る
存
在
と
な
り
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ま
し
た
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
中
に
は
、
こ
の
瞑
想
の
方
法
が

秘
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。﹃
チ
ャ
ー
ン
ド
ー
ギ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ

ド
﹄
第
八
章
第
一
節
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

　
﹁
こ
の
ブ
ラ
フ
マ
ン
の
都
城
︵﹁
身
体
﹂
の
比
喩
的
表
現
︶
の
中
に
、

小
さ
な
白
蓮
華
の
家
屋
︵﹁
心
臓
﹂
の
比
喩
的
表
現
︶
が
あ
り
、
そ

の
中
に
小
さ
な
空
間
が
あ
る
﹂﹁
こ
の
心
臓
の
内
部
に
あ
る
空
間

の
広
さ
は
、
こ
の
虚
空
の
広
さ
と
同
じ
で
あ
るけ
﹂

　
﹁
全
宇
宙
が
﹃
彼
︵
ブ
ラ
フ
マ
ン
︶﹄
の
中
に
あ
り
、﹃
彼
﹄
は
我

ら
の
心
臓
の
中
に
住
ん
で
い
る
の
で
あ
る
﹂

　

蓮
華
は
、
魂
の
純
粋
さ
と
人
間
の
精
神
的
努
力
と
の
象
徴
で

あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
人
間
は
、
こ
の
流
転
の
世
界
と
生
死
海

へ
の
愛
着
を
断
ち
切
っ
て
、
白
蓮
の
よ
う
な
心
の
純
白
を
得
よ

う
と
努
め
る
の
で
す
。
白
蓮
は
ひ
と
た
び
泥
中
よ
り
咲
き
出
で

れ
ば
、︹
そ
れ
ま
で
自
ら
が
い
た
︺
こ
の
下
界
に
染
ま
る
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
自
然
と
私
た
ち
の
精
神
と
は
、
深
い
意

味
を
表
す
表
象
に
お
い
て
一
体
で
す
。
中
国
の
僧
・
智
顗
︵
五
三

八
－
五
九
七
︶
は
、
蓮
の
﹁
華
﹂
と
﹁
実
﹂
の
関
係
を
、
譬
喩
的

イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
解
説
し
て
い
ま
す
。
蓮
の
華
は
、
実
を
作

る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
蓮
の

実
は
、
華
が
落
ち
る
と
き
に
、
完
全
に
成
熟
し
た
か
た
ち
で
現

れ
ま
す
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
一
時
的
な
仮
の
も
の
︵
迹
︶
が
払
わ

れ
て
、
真
実
︵
本
︶
だ
け
が
残
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
宇
宙
の
万

物
と
究
極
の
真
理
は
相
互
に
作
用
し
合
っ
て
い
ま
す
。
成
長
す

る
蓮
華
が
想
起
さ
せ
る
の
は
﹁
生
命
の
海
の
大
き
な
う
ね
り
に

根
差
し
な
が
ら
、
人
間
の
最
深
の
根
源
的
な
る
も
の
を
開
花
さ

せ
て
い
く
﹂
生
き
方
で
す
。

　

法
華
経
に
内
在
し
て
い
る
の
は
、
妙
な
る
力
に
よ
っ
て
人
間

を
奮
起
さ
せ
、
立
ち
上
が
ら
せ
、
動
か
し
、
前
進
さ
せ
る
と
い

う
開
か
れ
た
プ
ロ
セ
ス
で
す
。
法
華
経
は
、
自
己
開
花
の
活
動

を
表
現
す
る
多
く
の
崇
高
な
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
示
し
て
い
る
の
は
、
あ
た
か
も
花
々
が

理
想
の
太
陽
に
顔
を
向
け
る
よ
う
に
、
人
を
動
か
し
て
い
く
思

想
で
す
。
法
華
経
は
、
大
地
に
根
を
張
り
な
が
ら
、
力
強
く
天

の
世
界
に
入
っ
て
い
く
の
で
す
。
法
華
経
が
、
そ
の
純
粋
さ
と

開
放
性
を
も
っ
て
、
ま
た
明
日
へ
と
続
く
永
遠
の
若
さ
を
も
っ

て
探
求
し
て
い
る
の
は
、﹁
今
﹂
と
い
う
瞬
間
と
﹁
永
遠
﹂
と
の

統
合
で
あ
り
、
人
間
の
意
識
と
い
う
﹁
内
な
る
世
界
﹂
と
果
て

し
な
き
﹁
天
の
世
界
﹂
と
の
統
合
で
あ
り
ま
す
。
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日
本
の
僧
・
慈
円
︵
一
一
五
五
－
一
二
二
五
︶
は
詠
み
ま
し
た
。

い
づ
方
も
残
さ
ず
行
き
て
尋
ぬ
と
も
花
は
御み

の
り法
の
花
ば
か

り
こ
そこ　

　

す
べ
て
の
蓮
の
種
に
は
﹁
夢
﹂
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

だ
か
た
ち
の
な
い
満
開
の
蓮
華
の
姿
を
蔵
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
夢
が
、
ゆ
っ
く
り
と
開
き
ゆ
く
つ
ぼ
み
か
ら
伝
わ
っ
て
き

ま
す
。
そ
し
て
、
人
は
夢
に
動
か
さ
れ
、
心
を
揺
さ
ぶ
る
理
想

の
イ
メ
ー
ジ
に
動
か
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
う
し
て
点
火
さ
れ
た

心
の
中
で
、
炎
が
育
ち
ま
す
。
そ
の
炎
は
、
言
葉
と
な
っ
て
あ

ふ
れ
だ
し
、
行
動
と
な
っ
て
燃
え
上
が
り
ま
す
。
こ
の
炎
こ
そ
、

す
べ
て
の
光
の
源
で
あ
り
、
明
日
を
生
み
出
す
源
な
の
で
す
。

価
値
の
創
造

─
そ
れ
は
初
め
、
ま
っ
た
き
静
寂
で
あ
り
、
根

源
的
実
在
は
冷コ

ー
ル
ド
ス
リ
ー
プ

凍
睡
眠
の
状
態
に
あ
り
ま
す
。
や
が
て
、
静
寂

は
音
へ
と
捧
げ
ら
れ
、
凍
て
つ
い
た
眠
り
は
目
覚
ま
し
き
行
動

へ
と
捧
げ
ら
れ
、
意
味
は
言
葉
に
、
言
葉
は
か
た
ち
あ
る
現
実

に
捧
げ
ら
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

蓮
は
純
粋
さ
の
象
徴
で
す
。
そ
し
て
、
蓮
の
種
子
を
蓄
え
た

果
托
は
須
弥
山
の
頂
を
表
し
て
い
ま
す
。
蓮
の
華
は
、
人
間
を

暗
闇
か
ら
輝
く
光
の
世
界
へ
と
上
昇
さ
せ
る
象
徴
と
し
て
、
最

深
の
神
聖
な
実
在
へ
と
導
い
て
い
く
の
で
す
。

文
化
的
変
奏
へ
の
広
い
余
地

　

法
華
経
の
提
婆
達
多
品
に
は
、
仏
陀
の
前
世
に
つ
い
て
の
物

語
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
国
王
で
あ
っ
た
仏
陀
は
、
法
華
経
の

教
え
を
得
る
た
め
に
、
自
分
の
王
国
を
去
っ
て
、
仙
人
に
仕
え

ま
し
た
。
仙
人
の
た
め
に
、
薪
を
拾
い
、
水
を
汲
み
、
草
を
摘

み
ま
し
た
。
こ
の
話
か
ら
、
日
本
の
僧
・
行
基
︵
六
六
八
－
七
四

九
︶
の
歌
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

法
華
経
を
わ
が
得
し
こ
と
は
薪
こ
り
菜
つ
み
水
汲
み
仕
へ

て
ぞ
得
しさ　

　

こ
の
歌
は
、
法
華
経
を
基
に
し
な
が
ら
自
由
に
変
奏
す
る
と

い
う
伝
統
に
由
来
し
ま
す
。

　

w
orld

︵
世
界
︶
とw

ords

︵
言
葉
︶、
す
な
わ
ちnature

︵
自
然
︶

とculture

︵
文
化
︶
と
い
う
現
象
は
、
互
い
に
似
せ
な
が
ら
、
互

い
を
映
し
出
す
と
い
う
動
的
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
知

る
な
ら
ば
、
自
然
と
文
化
は
も
は
や
対
立
し
て
は
い
な
い
の
で

す
。
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
が
、
人
生
の
質
を
高
め
る
エ
ピ
ス
テ
ー

メ
ー
︵
真
知
︶
と
な
る
の
で
す
。
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法
華
経
は
、
現
在
の
ビ
ハ
ー
ル
州
に
あ
っ
た
王
舎
城
の
霊
鷲

山
で
、
仏
陀
に
よ
っ
て
説
か
れ
ま
し
た
。
数
々
の
吉
祥
が
あ
り
、

天
は
花
の
雨
を
降
ら
し
、
大
地
は
揺
れ
ま
し
た
。
多
く
の
人
々

と
神
々
が
集
い
、
説
法
が
始
ま
る
の
を
待
ち
焦
が
れ
て
い
ま
す
。

仏
陀
が
光
を
放
つ
と
、
そ
の
光
が
宇
宙
を
照
ら
し
ま
す
。
経
が

説
か
れ
る
に
つ
れ
て
、
瑞
兆
が
続
き
ま
す
。
舎
利
弗
は
、
説
か

れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
素
晴
ら
し
さ
に
喜
ん
で
、
舞
い
踊
り
ま
す
。

そ
し
て
法
華
経
は
、
経
そ
の
も
の
が
崇
拝
さ
れ
る
信
仰
対
象
へ

と
高
め
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
序
品
に

約
束
さ
れ
た
説
法
は
、
決
し
て
説
か
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
す
。

法
華
経
は
、
そ
の
中
心
部
が
空
洞
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

身
は
無
垢
の
ま
ま
、
何
ら
か
の
解
釈
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
こ

と
を
待
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

塩
入
良
道
氏
は
﹁
法
華
経
の
構
造
と
テ
キ
ス
ト
内
容
の
双
方

が
示
唆
す
る
こ
と
は
、
法
華
経
の
根
本
的
性
質
と
い
う
も
の
は
、

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
無
限
と
思
え
る
ほ
ど
多
く
の
文
化
的
状

況
に
適
用
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
ま
すし
。

法
華
経
は
断
定
す
る
こ
と
な
く
、︹
解
釈
へ
の
︺
広
い
余
地
を
残

し
て
い
る
の
で
す
。
法
華
経
の
長
い
経
歴
の
中
で
、
歴
史
と
神

秘
が
、
力
と
詩
が
、
説
教
と
美
学
が
、
ひ
と
つ
に
織
り
合
わ
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
法
華
経
の
真
義
は
、
語
ら
れ
た
物
語
と
テ
キ

ス
ト
の
言
葉
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
構
造
に
も

示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

法
華
経
で
は
、
釈
迦
牟
尼
は
も
は
や
命
あ
る
も
の
の
定
め
に

従
う
歴
史
的
人
物
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
永
遠
を

生
き
て
、
現
在
と
未
来
の
一
切
衆
生
を
利
益
す
る
存
在
と
し
て

描
か
れ
て
い
ま
す
。
人
間
と
し
て
の
仏
陀
で
は
な
く
、
超
越
的

如
来
で
す
。
彼
が
歴
史
的
存
在
と
し
て
顕
れ
行
動
す
る
の
は
、

人
類
を
救
う
た
め
の
巧
み
な
手
段
︵
方
便
︶
な
の
で
す
。
宝
塔
が

現
れ
る
第
十
一
章
は
、
仏
陀
の
地
上
で
の
顕
現
を
超
越
的
な
レ

ベ
ル
へ
と
移
行
さ
せ
ま
す
。
多
宝
如
来
は
宝
塔
の
座
の
半
分
を

釈
迦
牟
尼
に
分
か
ち
ま
す
。
釈
迦
牟
尼
は
、
そ
こ
に
坐
し
て
蓮

華
座
︵
結け

っ

跏か

趺ふ

坐ざ

︶
を
し
、
重
大
で
は
あ
る
も
の
の
歴
史
的
時
間

に
属
し
て
い
た
教
説
を
打
ち
払
っ
て
、﹁
永
遠
の
法
﹂
を
開
示
し

て
い
く
の
で
す
。

　

法
華
経
は
、﹁
一
乗
﹂
の
教
え
の
最
高
に
し
て
明
瞭
な
表
現
で

あ
り
、﹁
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
三
乗
は
一
乗
に
人
々
を
引
き
つ

け
る
た
め
の
三
つ
の
方
便
で
あ
っ
た
﹂
と
宣
言
し
て
い
ま
す
。
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こ
の
経
は
、
成
仏
へ
導
く
た
め
の
も
ろ
も
ろ
の
説
法
に
つ
い
て

統
一
的
に
説
明
す
る
の
で
す
。

す
べ
て
の
生
命
が
相
互
に
浸
透

　

森
羅
万
象
の
軌
跡
は
、
菩
提
樹
下
で
の
釈
迦
牟
尼
の
四
十
九

日
も
の
長
い
瞑
想
の
中
に
流
れ
、
悟
達
の
あ
と
で
ナ
イ
ラ
ン
ジ

ャ
ナ
ー
河
︵
尼
連
禅
河
︶
の
ほ
と
り
に
釈
迦
牟
尼
が
お
ら
れ
た
中

に
流
れ
、
河
の
堤
で
乙
女
ス
ジ
ャ
ー
タ
が
乳
が
ゆ
を
供
養
し
た

中
に
流
れ
、
そ
し
て
釈
迦
牟
尼
に
法
を
説
い
て
ほ
し
い
と
説
得

し
た
梵
天
の
中
に
流
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
念
三
千
の
視
覚
化

で
し
た
。
三
千
と
は
、
諸
現
象
の
相
互
浸
透
の
限
り
な
さ
を
表

し
て
い
ま
す
。
サ
ン
ユ
ク
タ
・
ア
ー
ガ
マ
︵
雑
阿
含
経
︶
と
エ
ー

コ
ー
ッ
タ
ラ
・
ア
ー
ガ
マ
︵
増
一
阿
含
経
︶
は
次
の
よ
う
に
描
い

て
い
ま
す
。

　

ピ
ッ
パ
ラ
︵
菩
提
樹
︶
の
下
で
、
行
者
ゴ
ー
タ
マ
は
、
そ

の
巨
大
な
力
を
瞑
想
へ
と
集
中
さ
せ
て
、
自
分
の
肉
体
を

じ
っ
く
り
と
見
た
。
彼
は
、
体
の
細
胞
一
つ
一
つ
が
、
誕

生
と
生
存
と
死
と
を
無
限
に
繰
り
返
す
川
の
流
れ
の
一
滴

の
水
の
よ
う
で
あ
る
の
を
見
た
。
そ
の
肉
体
の
川
と
混
ざ

り
合
っ
た
感
覚
の
川
が
あ
っ
た
。
彼
の
す
べ
て
の
感
覚
が
、

そ
の
川
の
一
滴
で
あ
っ
た
。
瞑
想
の
中
で
、
シ
ッ
ダ
ー
ル

タ
は
青
空
に
映
え
る
ピ
ッ
パ
ラ
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
。

す
べ
て
は
葉
の
中
に
あ
っ
た
。
事
実
、
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
たす
。

　

動
物
、
植
物
、
山
々
、
そ
し
て
人
間
は
、
密
接
な
関
係
性
と

生
命
の
相
互
依
存
に
よ
り
共
鳴
し
合
っ
て
い
ま
す
。
生
あ
る
も

の
と
そ
の
環
境
、
広
大
な
宇
宙
と
人
間
。
そ
れ
ら
は
ひ
と
つ
の

も
の
な
の
で
す
。
私
た
ち
の
世
界
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
均
衡
と
、
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消
耗
や
災
害
で
焼
か
れ
焦
げ
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

世
界
を
未
来
世
代
の
た
め
に
護
る
の
に
必
要
な
の
は
、
世
界
の

多
面
的
な
現
実
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
活
動
す
る
﹁
精
神
性
を

運
ぶ
乗
物
︵
教
え
︶﹂
で
す
。

　
﹁
人
類
﹂
と
﹁
自
然
﹂
が
織
り
な
さ
れ
て
一
体
に
な
る
に
は
、

た
だ
ひ
と
つ
の
道
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
﹁
菩
薩
道
﹂
に

よ
っ
て
の
み
可
能
に
な
る
の
で
す
。﹁
菩
薩
的
人
間
の
基
調
を
な

す
＂
宇
宙
生
命
か
ら
の
発
想
＂＂
未
来
か
ら
の
発
想
＂
へ
の
転

換せ﹂
が
必
要
な
の
で
す
。

　

公
害
、
地
球
温
暖
化
、
ツ
ナ
ミ
⋮
⋮
抑
え
つ
け
ら
れ
、
く
ぐ

も
っ
た
う
め
き
声
か
ら
、
荒
々
し
い
風
が
う
な
り
な
が
ら
私
た

ち
の
心
に
吹
き
つ
け
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
い
に
し
え
の

日
本
の
詩
人
の
言
葉
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。﹁
詩
歌
と

い
う
も
の
は
、
人
の
心
と
い
う
種
か
ら
、
幾
万
の
葉
の
よ
う
な

言
葉
と
な
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
︵
や
ま
と
歌
は
人
の
心
を
種
と

し
て
、
万
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
るそ︶﹂
と
。

　

ヴ
ィ
ナ
ヤ
︵
律
蔵
︶
に
は
、
仏
陀
と
僧
た
ち
が
他
の
客
た
ち
と

と
も
に
浄
飯
王
の
宮
殿
︹
カ
ピ
ラ
城
︺
に
食
事
に
招
か
れ
た
様
子

が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
仏
陀
は
苦
を
超
え
る
方
法
に
つ
い
て
説

法
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
仏
陀
は
微
笑
み
、
こ
の
よ
う
に
話
し

た
の
で
す
。﹁
し
か
し
、
苦
し
み
は
人
生
の
一
面
で
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
人
生
に
は
別
の
面
が
、
す
な
わ
ち
驚
異
に
満
ち
た
一
面

が
あ
り
ま
す
。
も
し
、
私
た
ち
が
人
生
の
そ
の
面
を
見
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
幸
福
と
安
穏
と
喜
び
を
得
る
で
し
ょ
う
。
私
た

ち
の
心
が
と
ら
わ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
人
生
の
も
ろ

も
ろ
の
驚
異
を
直
接
に
体
験
で
き
る
の
で
す
。
私
た
ち
が
、
無

常
・
無
我
・
縁
起
の
真
理
を
本
当
に
体
得
し
た
な
ら
ば
、
私
た

ち
の
心
と
精
神
が
ど
れ
ほ
ど
驚
異
的
で
あ
る
か
が
わ
か
り
ま
す
。

私
た
ち
の
肉
体
が
、
紫
竹
の
枝
が
、
金
色
の
菊
花
が
、
澄
ん
だ

せ
せ
ら
ぎ
が
、
皓
々
た
る
月
が
、
ど
れ
ほ
ど
驚
異
に
満
ち
て
い

る
か
が
わ
か
る
の
で
すた
﹂

「
新
た
な
思
考
法
」
を
求
め
て

　

法
華
経
は
、
人
類
が
自
ら
の
も
つ
遺
産
を
限
り
な
く
活
用
で

き
る
よ
う
、
そ
の
果
て
ま
で
導
い
て
く
れ
る
渡
し
船
で
あ
り
、

私
た
ち
が
生
き
延
び
る
た
め
に
必
要
な
も
の
を
つ
か
め
る
よ
う

に
し
て
く
れ
ま
す
。
法
華
経
は
、
賤し
ず

が
家
に
も
光
を
注
ぐ
月
光

の
よ
う
に
、
運
命
の
香
り
を
豊
か
に
し
ま
す
。
人
は
物
理
的
宇
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宙
の
中
に
生
き
、
象
徴
的
宇
宙
の
中
で
開
花
し
ま
す
。
人
類
の

文
化
的
能
力
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
次
元
へ
の
進
化
を
経
験
で

き
る
し
、
経
験
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。﹁
人
間
は
も
は
や
生
物
学

的
基
盤
に
依
存
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
自
然
と
は
独
立

し
た
存
在
で
あ
る
﹂
と
い
う
誤
っ
た
考
え
は
通
用
し
な
く
な
る

で
し
ょ
う
。
生
き
残
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
が
何
か
は
、
生

命
と
自
然
を
基
準
に
決
め
る
べ
き
で
す
。
文
明
社
会
の
﹁
自
由
﹂

な
る
も
の
が
、
自
ら
の
子
孫
を
貪
り
食
う
こ
と
な
ど
許
さ
れ
ま

せ
ん
。
私
た
ち
は
、
い
つ
ま
で
も
﹁
環
境
税
﹂
に
頼
り
続
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
牧
草
を
再
生
す
る
よ
う
に
す
べ
て
を
再

生
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
す
。

　

古
典
的
物
理
学
の
物
質
主
義
の
基
礎
は
崩
壊
し
て
い
ま
す
。

科
学
自
体
が
、
物
質
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
プ
ロ
セ
ス
は
事

実
と
同
様
に
根
拠
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
お
り
、
宇
宙
の
非

物
質
性
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
す
。
科
学
的
お
よ
び
人
文
学
的

な
﹁
二
つ
の
文
化
﹂
の
出
会
い
は
、も
の
の
見
方
を
正
常
に
戻
し
、

新
世
紀
に
お
け
る
﹁
認
識
学
﹂
の
基
盤
と
な
る
で
し
ょ
う
。
二

つ
は
高
ま
り
つ
つ
、
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、﹁
量
︵
大
き
さ
︶
と
質
︵
価
値
︶
は
自
然
の
根
源
で
共
存

し
て
い
る
﹂
と
い
う
古
代
の
見
識
に
新
た
な
意
味
を
与
え
て
い

く
で
し
ょ
う
。︹
未
来
に
向
け
て
の
︺
人
間
の
歩
み
に
は
、
人
道
的

に
無
責
任
に
な
る
余
裕
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
に
は
、
人

間
の
意
識
と
行
動
を
統
合
す
る
中
心
部
が
必
要
で
す
。
美
し
さ

と
高
潔
さ
を
も
っ
た
世
界
、
宇
宙
的
人
間
主
義
に
献
身
し
奉
仕

す
る
世
界
を
心
に
描
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
な
か
で

私
た
ち
は
、
オ
リ
バ
ー
・
Ｌ
・
ラ
イ
ザ
ー
︵O

liver L. R
eiser

／
一

八
九
五
－
一
九
七
四
︶
博
士
が
言
う
と
こ
ろ
の
﹁
ワ
ー
ル
ド
・
セ

ン
ソ
リ
ウ
ム
︵
世
界
中
枢ち︶﹂
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

そ
う
す
れ
ば
、
や
が
て
人
類
社
会
は
内
な
る
自
己
に
出
会
い
、

万
物
の
相
互
依
存
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
で
す
。
有
機
的
な
宇

宙
の
秩
序
の
中
に
は
、
孤
立
し
た
体
系
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
人

間
は
誰
し
も
、
ま
た
人
間
の
ど
の
部
分
を
と
っ
て
も
、
島
の
よ

う
に
他
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
す
。

　

真
っ
暗
な
夜
に
、
人
は
光
を
探
し
ま
す
。
深
部
か
ら
わ
い
て

く
る
欲
求
に
よ
っ
て
、
意
識
の
夜
明
け
を
求
め
る
の
で
す
。
人

は
世
界
の
キ
ャ
ン
バ
ス
を
塗
り
替
え
た
い
、
永
遠
な
る
プ
ロ
セ

ス
の
最
も
根
源
に
存
在
す
る
も
の
を
再
評
価
し
た
い
と
願
い
ま

す
。
現
実
に
あ
る
も
の
と
想
像
さ
れ
た
も
の
の
中
か
ら
﹁
未
来
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の
王
国
﹂
が
生
ま
れ
出
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
人
は
自
分
自
身
を

超
え
て
、
文
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
担
い
手
と
な
る
の
で
す
。

人
は
、
今
日
と
い
う
川
を
渡
り
、
ま
だ
見
ぬ
明
日
と
い
う
向
こ

う
岸
へ
と
進
ん
で
い
き
ま
す
。
未
開
の
地
を
渡
る
こ
と
は
、
人

間
の
本
性
で
す
。
般
若
心
経
で
﹁
ガ
テ
ー
、
ガ
テ
ー
、
パ
ー
ラ

ガ
テ
ー
、パ
ー
ラ
サ
ン
ガ
テ
ー
、ボ
ー
デ
ィ
、ス
ヴ
ァ
ー
ハ
ー
︵
往

け
る
者
よ
、
往
け
る
者
よ
、
悟
り
の
彼
岸
に
往
け
る
者
よ
、
悟
り
の
彼

岸
に
完
全
に
往
け
る
者
よ
、
悟
り
よ
、
幸
あ
れ
︶﹂
と
鳴
り
響
い
て
い

る
部
分
で
す
。
こ
の
波
羅
蜜
多
︵
到
彼
岸
︶
は
、
心
を
啓
発
し
、

導
き
、
樹
下
の
静
穏
へ
と
私
た
ち
を
呼
び
集
め
、
生
命
に
慈
悲

と
智
慧
と
美
を
広
げ
ま
す
。
こ
の
波
羅
蜜
に
お
い
て
、
人
間
は
、

他
の
す
べ
て
の
人
間
、
す
べ
て
の
生
命
、
す
べ
て
の
も
の
ご
と
、

す
べ
て
の
星
々
、
永
遠
な
る
す
べ
て
の
虚
空
の
一
部
で
す
。
我
々

は
、
新
た
な
思
考
法
︵form

a m
entis

︶
を
追
求
す
る
永
遠
の
旅
人

で
す
。
タ
ゴ
ー
ル
の
詩
に
こ
う
あ
り
ま
す
。

﹁
旅
人
は
自
分
の
家
に
着
く
ま
で
に
、
余よ

そ所
の
家
の
門
を
一

一
訪
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
最
後
に
も
っ
と

も
奥
の
神
殿
に
達
す
る
ま
で
に
は
、
外
の
あ
ら
ゆ
る
世
界

を
彷さ

ま
よ徨
わ
な
く
て
は
な
ら
な
いつ
﹂

　

フ
ラ
ン
ス
語
と
い
う
、
う
っ
と
り
す
る
よ
う
な
魅
力
的
な
言

語
で
、
こ
の
ほ
ど
発
刊
さ
れ
る
対
談
集
は
、
法
華
経
に
お
け
る

時
空
を
超
え
た
＂
価
値
化
す
る
力
＂
の
歴
史
に
お
け
る
進
化
が

テ
ー
マ
で
す
。
こ
の
書
は
﹁
人
間
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
、
人

生
の
喜
び
と
美
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
﹂﹁
私
た
ち
と
自
然
は
相

互
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
然
は
私
た
ち
に
畏
敬
の

念
を
求
め
る
の
で
あ
る
﹂
と
の
意
識
に
新
た
に
火
を
つ
け
て
く

れ
る
も
の
で
す
。
万
物
が
調
和
し
て
栄
え
ゆ
く
た
め
に
、
私
た

ち
は
人
間
同
胞
と
、
そ
し
て
自
然
と
も
分
か
ち
合
っ
て
生
き
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。︹　

︺
内
は
邦
訳
に
際
し
て
の
補
注

訳
注

︵
１
︶
原
題
はThe Lotus Sutra

。
邦
題
は
内
容
か
ら
意
訳
し
た
。

︵
２
︶ 

ロ
ケ
ッ
シ
ュ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ
博
士
と
池
田
大
作
Ｓ
Ｇ
Ｉ
︵
創
価

学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︶
会
長
と
の
対
談
集
﹃
東
洋
の
哲
学
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を
語
る
﹄︵
日
本
語
版
は
二
〇
〇
二
年
刊
︶
の
フ
ラ
ン
ス
語
版

で
あ
るLe bouddhism

e ou la voie des valeurs - U
n dialogue 

sur la création de valeurs à travers l'H
istoire

︵
仏
教
あ
る
い

は
価
値
の
道

─
歴
史
を
通
じ
て
の
価
値
創
造
に
つ
い
て
の
対

話
︶。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
前
月
、
二
〇
一
六
年
三
月
に
、
パ
リ

のL'H
arm

attan

社
か
ら
発
刊
さ
れ
た
。

︵
３
︶ 

首
都
パ
リ
の
名
前
に
関
す
る
伝
承
の
ひ
と
つ
。
先
住
し
て
い
た

ケ
ル
ト
民
族
の
ひ
と
つ
﹁
パ
リ
シ
イ
︵Parisii

︶
族
﹂
に
由
来

す
る
と
も
言
わ
れ
る
。

︵
４
︶ 

エ
マ
ソ
ン
と
ソ
ロ
ー
ら
の
編
集
に
よ
る
季
刊
誌
﹃
ダ
イ
ア
ル
﹄

︵D
ial

︶
の
一
八
四
四
年
一
月
号
に
﹁
仏
陀
の
教
え
︵The 

Preaching of B
uddha

︶﹂
の
タ
イ
ト
ル
で
仏
典
の
英
訳
が
掲
載

さ
れ
た
。
そ
の
一
部
が
法
華
経
の
薬
草
喩
品
で
あ
り
、
ビ
ュ
ル

ヌ
フ
に
よ
る
仏
訳
か
ら
の
重
訳
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
世
界
初
の

法
華
経
の
英
訳
と
さ
れ
、
訳
者
を
ソ
ロ
ー
自
身
と
す
る
説
も 

あ
る
。

︵
５
︶ 

マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
は
、
一
八
四
八
年
に
渡
英
し
、
一
八
五

〇
年
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
に
な
っ
た
。
南
條
文
雄

や
笠
原
研
寿
、
高
楠
順
次
郎
が
同
大
学
で
ミ
ュ
ラ
ー
に
師
事
し
、

帰
国
後
、
日
本
に
お
け
る
近
代
的
仏
教
研
究
の
先
駆
者
と
な
っ

た
。
ま
た
、
二
万
冊
近
く
の
ミ
ュ
ラ
ー
の
蔵
書
が
東
京
帝
国
大

学
へ
寄
贈
さ
れ
た
︵
関
東
大
震
災
に
よ
り
焼
失
︶。

︵
６
︶ 

玄
奘
﹃
大
唐
西
域
記
﹄
巻
九
。﹁
佛
涅
槃
後
未
久
。
此
國
先
王

鑠
迦
羅
阿
逸
多
唐
言
帝
日
敬
重
一
乘
遵
崇
三
寶
。
式
占
福
地
建

此
伽
藍
﹂︵
大
正
大
蔵
経
第
五
一
巻
、
九
二
三
頁
中
︶。﹁
仏
の

涅
槃
の
後
、
ま
だ
余
り
時
が
た
た
な
い
こ
ろ
に
、
こ
の
国
の
先

王
の
鑠シ

ャ
ク
ラ
ー

迦
羅
阿デ
ィ
テ
ィ
ヤ

逸
多
︵
原
注 

唐
に
帝
日
と
言
う
︶
は
一
乗
︵
成

仏
す
る
唯
一
の
教
え
。
仏
教
︶
を
篤
く
信
じ
三
宝
を
尊
重
し
、

り
っ
ぱ
な
土
地
を
選
ん
で
こ
の
伽
藍
を
建
て
た
﹂︵
中
国
古
典

文
学
大
系
22
﹃
大
唐
西
域
記
﹄
水
谷
真
成
訳
、
平
凡
社
、
二
九

六
頁
︶

︵
７
︶ 

義
浄
﹃
大
唐
西
域
求
法
高
僧
傳
﹄
卷
上
の
慧
輪
法
師
の
項
。﹁
大

覺
寺
東
北
行
七
驛
許
至
那
爛
陀
寺
。
乃
是
古
王
室
利
鑠
羯
羅
昳

底
。
爲
北
天
苾
芻
曷
羅
社
槃
所
造
﹂︵
大
正
大
蔵
経
第
五
一
巻
、

五
頁
中
︶。﹁
大
覺
寺
の
東
北
に
七
驛
許
を
行
け
ば
那
爛
陀
寺
に

至
る
。
乃
ち
是
れ
古
王
室
利
鑠
羯
羅
昳
底
︹
シ
ュ
リ
ー
＝
シ
ャ

ク
ラ
ー
デ
ィ
テ
ィ
ヤ
︺
が
北
天
の
苾
芻
︹
ビ
ク
シ
ュ
／
僧
︺
曷

羅
社
槃
社
︹
ラ
ー
ジ
ャ
ヴ
ァ
ン
シ
ャ
︺
の
為
に
造
る
所
な
り
﹂

︵
足
立
喜
六
訳
註
﹃
大
唐
西
域
求
法
高
僧
傳
﹄
岩
波
書
店
、
一

九
四
二
年
、
九
七
頁
。︹ 

︺
内
は
訳
注
︶

︵
８
︶ ﹃
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
﹄﹁
婆
羅
阿
迭
多
唐
言
幼
日
次
東
北
又

建
伽
藍
。
後
見
聖
僧
從
此
支
那
國
往
赴
其
供
。
心
生
歡
喜
捨
位

出
家
﹂︵
大
正
大
蔵
経
第
五
〇
巻
、
二
三
七
頁
中
︶　

︵
９
︶ ﹃
原
典
訳 

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
﹄
岩
本
裕
編
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文

庫
、
一
六
八
－
九
頁

︵
10
︶ ﹃
拾
玉
集
﹄
巻
四
﹁
詠
百
首
和
歌
﹂。
方
便
品
﹁
唯
有
一
乗
法
﹂

の
句
に
つ
け
た
歌
。

︵
11
︶﹃
拾
遺
和
歌
集
﹄
巻
二
十

︵
12
︶ 
論
文
集The Lotus Sutra in Japanese C

ulture

︵G
eorge Joji 

Tanabe, W
illa Jane Tanabe

編
、
ハ
ワ
イ
大
学
出
版
会
、
一
九
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八
九
年
︶
所
収
︵
三
六
頁
︶
の
論
文The M

eaning of the 
Form

ation and Structure of the Lotus Sutra

か
ら
翻
訳
。
塩
入

良
道
氏
︵
一
九
二
二
－
八
九
︶
は
大
正
大
学
教
授
を
務
め
た
。

︵
13
︶ Thich N

hat H
anh, O

ld Path W
hite C

louds: The Life Story of 
the Buddha , London: R

ider, 1992 , pp.152 -3 . 

同
書
に
は
典
拠

と
し
て
﹁
雜
阿
含
經
﹂
二
八
七
︵
大
正
大
蔵
経
第
二
巻
、
八
〇

頁
中
。﹁
爾
時
世
尊
。
告
諸
比
丘
。
我
憶
宿
命
未
成
正
覺
時
。

獨
一
靜
處
。
專
精
禪
思
。
作
是
念
。
何
法
有
故
老
死
有
。
何
法

縁
故
老
死
有
⋮
⋮
﹂︶、﹁
増
壹
阿
含
經
﹂
三
八
・
四
︵
大
正
大

蔵
経
第
二
巻
、
七
一
八
頁
上
。﹁
爾
時
世
尊
告
諸
比
丘
。
我
本

爲
菩
薩
時
未
成
佛
道
中
有
此
念
。
此
世
間
極
爲
勤
苦
。
有
生
有

老
有
病
有
死
⋮
⋮
﹂︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

︵
14
︶ 

池
田
大
作
﹁
環
境
問
題
と
仏
教
﹂
か
ら
。﹃
東
洋
学
術
研
究
﹄

第
二
九
巻
一
号
、
一
二
八
頁

︵
15
︶
紀
貫
之
に
よ
る
﹁
古
今
和
歌
集
仮
名
序
﹂
冒
頭
の
言
葉
。

︵
16
︶ 

浄
飯
王
は
釈
迦
牟
尼
の
父
。
前
掲O

ld Path W
hite C

louds , 
p.233 . 

同
書
に
は
典
拠
と
し
て
﹁
律
蔵
﹂
大
品
・
第
一
大
犍
度

五
四
︵
南
伝
大
蔵
経
第
三
巻
、
一
三
八
頁
以
下
︶
そ
の
他
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。

︵
17
︶ 

ラ
イ
ザ
ー
博
士
は
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
。The W

orld 
Sensorium

: The Social Em
bryology of W

orld Federation , 
N

Y, Avalon Press, 1946

︵
世
界
中
枢

─
世
界
連
邦
の
社
会

的
発
生
学
︶
の
著
書
が
あ
る
。

︵
18
︶ 

英
語
本
﹃
ギ
ー
タ
ー
ン
ジ
ャ
リ
﹄
第
十
二
詩
よ
り
。﹃
タ
ゴ
ー

ル
詩
集
﹄
渡
辺
照
宏
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
四
三
頁

L
okesh C

handra　

イ
ン
ド
文
化
国
際
ア
カ
デ
ミ
ー

︵International A
cadem

y of Indian C
ulture

︶
理
事
長
。
イ
ン

ド
文
化
関
係
評
議
会
︵
Ｉ
Ｃ
Ｃ
Ｒ
︶
会
長
。
仏
教
と
ヴ
ェ
ー
ダ
、

イ
ン
ド
美
術
研
究
で
名
高
い
。
１
９
２
７
年
、
イ
ン
ド
・
ア
ン

バ
ー
ラ
ー
に
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
権
威
ラ
グ
ヴ
ィ
ラ
博
士
を

父
と
し
て
生
ま
れ
る
。
ラ
ホ
ー
ル
の
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
大
学
卒
業

後
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
大
学
で
博
士
号
を
取
得
。
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
、
パ
ー
リ
語
等
、
20
以
上
の
言
語
に
通
じ
、
仏
教

に
関
す
る
著
書
が
４
０
０
冊
以
上
あ
る
。
主
著
に
ア
ジ
ア
の
仏

教
・
芸
術
・
文
学
・
歴
史
の
文
献
を
集
め
た
﹃
シ
ャ
タ
ピ
タ
カ

︵
百
の
法
蔵
︶﹄
シ
リ
ー
ズ
が
あ
る
。
ま
た
、イ
ン
ド
上
院
︵R

ajya 
Sabha

︶
の
議
員
︵
１
９
７
４
－
８
６
年
︶、
イ
ン
ド
歴
史
学
研

究
協
議
会
︵
Ｉ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
︶
副
会
長
も
務
め
た
。
２
０
０
６
年
、

イ
ン
ド
政
府
か
ら
﹁
パ
ド
マ
・
ブ
ー
シ
ャ
ン
︵Padm

a 
B

hushan

︶
勲
章
﹂
が
贈
ら
れ
た
。


