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漢
文
文
化
圏
に
お
け
る
『
法
華
経
』
の
翻
訳
と
伝
播

ジ
ャ
ン
＝
ノ
エ
ル
・
ロ
ベ
ー
ル

前
川
健
一
　
訳

　

私
は
あ
る
特
定
の
視
点
に
身
を
置
こ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

は
お
そ
ら
く
は
、
私
の
好
み
を
露
骨
す
ぎ
る
ほ
ど
に
反
映
す
る

も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
諸
言
語
と
言
語
活
動
の

問
題
と
い
う
視
点
で
す
。
本
日
、﹃
法
華
経
﹄
に
つ
い
て
の
話
を

聞
く
た
め
、
多
数
の
方
々
が
お
集
ま
り
に
な
っ
た
の
を
見
て
、

私
は
ま
ず
、
と
て
も
驚
い
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
皆
さ
ま
の

大
部
分
は
、
日
本
で
伝
承
さ
れ
た
﹃
法
華
経
﹄
に
惹
か
れ
て
お

越
し
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
研
究
者
と
し
て
の
私

に
と
っ
て
は
掛
け
値
な
く
興
味
深
い
こ
の
現
象
に
、
私
は
後
で

立
ち
返
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
説
明
を
行
い
、
一
つ

の
解
釈
を
試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

翻
訳
聖
典
が
原
典
以
上
の
権
威
に

　

最
初
に
、
何
年
か
前
、
私
が
た
い
へ
ん
衝
撃
を
受
け
た
、
個

人
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
私
は

日
本
で
、
一
人
の
若
い
日
本
人
僧
侶
に
会
い
ま
し
た
。
彼
は
、

日
蓮
を
祖
と
仰
ぐ
近
代
の
仏
教
宗
派
の
一
つ
に
属
し
て
い
ま
し

た
。
彼
は
私
に
、
自
分
の
人
生
の
目
標
は
﹃
法
華
経
﹄
を
ヒ
ン

デ
ィ
ー
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
だ
と
言
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
私

は
彼
に
尋
ね
ま
し
た
。﹁
当
然
で
す
が
、
そ
れ
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
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ト
本
か
ら
な
さ
る
の
で
し
ょ
う
ね
﹂。
彼
は
と
て
も
び
っ
く
り
し

た
様
子
で
私
を
見
つ
め
、
私
に
答
え
ま
し
た
。﹁
違
い
ま
す
。
鳩

摩
羅
什
の
も
の
、
つ
ま
り
漢
訳
か
ら
で
すあ﹂。
私
は
彼
に
、
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
が
本
来
の
言
葉
で
あ
り
、
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
は
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
に
近
い
と
言
っ
た
の
で
す
が
⋮
⋮
。
彼
に
と
っ
て

は
、﹃
法
華
経
﹄
の
真
義
は
鳩
摩
羅
什
の
漢
訳
の
中
に
あ
っ
た
の

で
す
。
こ
の
考
え
を
私
は
今
回
の
講
演
の
導
き
の
糸
と
し
て
取

っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
を
他
の
宗
教
と
、
例

え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
圏
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の

﹃
聖
書
﹄
と
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
意
見
は
全
く
馬

鹿
げ
た
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
中
世
を
通
じ
て
、

ラ
テ
ン
語
の
﹃
聖
書
﹄、
つ
ま
り
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
の
ヴ
ル
ガ
ー

タ
版い
こ
そ
が
、
権
威
の
あ
る
聖
典
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
し
、

十
六
世
紀
に
は
公
会
議
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
ま
し
たう。
人
々

は
ヘ
ブ
ラ
イ
語
と
ギ
リ
シ
ア
語
の
﹃
聖
書え﹄
に
依
拠
せ
ず
、
ラ

テ
ン
語
版
に
依
拠
し
た
の
で
す
。
そ
れ
は
二
次
的
な
本
文
で
す

し
、
そ
の
上
、
旧
約
と
新
約
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
三
次
的
な

も
の
で
す
。

　

同
様
に
、
皆
さ
ま
は
多
分
、
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご

存
じ
で
し
ょ
う
。﹃
新
約
聖
書
﹄
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
専
門
家
で
あ

る
一
人
の
宣
教
師
が
、
一
九
二
〇
年
代
頃
、
巡
礼
船
で
パ
レ
ス

チ
ナ
に
向
か
っ
て
い
ま
し
た
。
船
の
上
で
、
あ
る
女
性
の
乗
客

が
彼
に
、
向
こ
う
で
何
を
す
る
予
定
な
の
か
尋
ね
ま
し
た
。
彼

は
彼
女
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
﹃
新
約
聖
書
﹄
に
つ
い
て
研
究
し

て
い
る
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
婦
人
は
、
い

さ
さ
か
憤
慨
し
て
、
彼
に
反
論
し
ま
し
た
。﹁
も
し
英
語
が
聖
パ

ウ
ロ
に
十
分
通
じ
る
な
ら
、
ど
う
し
て
あ
な
た
は
ギ
リ
シ
ア
語

を
研
究
し
よ
う
と
す
る
で
し
ょ
う
か
﹂

　

他
の
全
て
の
版
は
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
と
容
易
に
想
像
し

て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
英
国
国
教
会
信
徒
に
と
っ
て
、﹃
聖
書
﹄
の

英
語
版
は
、﹃
聖
書
﹄
が
説
く
真
理
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
の

で
す
。

　

こ
れ
が
﹃
法
華
経
﹄
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
す
し
、
私
が
思
う
に
、

何
ら
か
の
仕
方
で
、
こ
の
こ
と
を
説
明
す
る
因
果
関
係
と
い
っ

た
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
私
た
ち
が
今
夜
、
こ
こ
に
集

ま
っ
た
理
由
を
も
説
明
す
る
の
で
す
。
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東
ア
ジ
ア
で
の
『
法
華
経
』
の
特
別
な
地
位

　
﹃
法
華
経
﹄
に
か
か
わ
る
こ
の
現
象
は
、
過
度
の
単
純
化
を
し

な
け
れ
ば
、
か
つ
て
私
た
ち
が
極
東
と
呼
び
、
現
在
は
東
ア
ジ

ア
と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
特
有
の
も
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
私

は
漢
語
で
﹁
漢
文
文
化
圏
﹂︵
古
典
中
国
語
文
化
圏
︶
と
呼
ぶ
こ
と

を
好
み
ま
す
し
、
そ
れ
は
私
に
は
と
て
も
適
切
だ
と
思
え
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
古
典
中
国
語
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ラ
テ
ン

語
に
似
た
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
地
理
的
領
域
で
あ
り
、

中
国
、
台
湾
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
ベ
ト
ナ
ム
、
韓
・
朝

鮮
半
島
、
日
本
の
こ
と
で
す
。
他
の
大
乗
仏
教
圏
、
す
な
わ
ち

チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
仏
教
の
地
域
︵
そ
の
上
、
現
在
、
モ
ン
ゴ
ル

国
と
ロ
シ
ア
連
邦
の
モ
ン
ゴ
ル
文
化
圏
で
復
活
し
て
い
ま
す
が
︶
で
は
、

﹃
法
華
経
﹄
は
特
別
な
影
響
力
を
持
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
ち
ら

で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
版
で
百
八
巻
に
も
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
一
つ

の
大
海
を
形
成
し
て
い
る
仏
典
の
集
大
成
だ
け
が
重
要
な
の
で

すお。
こ
れ
は
、
も
う
一
つ
の
版
で
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
語
版
で
も
、

ほ
ぼ
同
様
で
す
。
こ
の
大
海
の
中
に
は
お
そ
ら
く
、
独
立
に
流

布
し
た
﹃
金
剛
般
若
経
﹄︵
金
剛
経
、Vajracchedikā

︶
が
あ
り
ま

す
し
、
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、﹃
金
光
明
経
﹄︵Suvarṇaprabhāsa-sūtra

︶

が
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
は
極
東
、つ
ま
り
ア
ジ
ア
中
華
圏
で
の
﹃
法

華
経
﹄
の
重
要
性
と
同
列
に
扱
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
﹃
法
華
経
﹄
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
が
あ
る
こ
と
は
全
く
自
明

で
す
。
古
代
の
写
本
が
多
数
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
生
き
た

伝
承
の
中
に
保
存
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ネ
パ
ー
ル
の

伝
承
で
あ
り
、
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
ネ
パ
ー
ル
の
中
の
ネ

ワ
ー
ル
族

─
彼
ら
自
身
の
国
の
中
で
は
少
数
派
で
す
が

─

の
伝
承
で
す
︵
ネ
パ
ー
ル
は
お
そ
ら
く
、
ネ
ワ
ー
ル
に
由
来
し
ま
すか︶。

こ
の
民
族
は
、
九
つ
の
書
物
、す
な
わ
ちnavadharm

a

︵
ナ
ヴ
ァ
・

ダ
ル
マ
、
九
法
︶
と
呼
ば
れ
る
、
一
組
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
聖
典

を
保
持
し
て
い
ま
し
たき。
そ
の
中
に
は
﹃
法
華
経
﹄
も
姿
を
現

し
て
い
ま
す
が
、
私
が
受
け
る
感
じ
で
は
、
そ
れ
は
そ
れ
以
外

の
も
の
よ
り
勝
れ
て
い
る
独
立
し
た
も
の
と
い
う
よ
う
に
は
考

え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
上
、
現
在
で
は
、
こ
の
九

法
を
現
在
の
ネ
ワ
ー
ル
族
の
言
葉
で
あ
る
ネ
ワ
ー
ル
語
に
翻
訳

し
よ
う
と
い
う
運
動
が
現
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
後
に

も
先
に
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
強
調
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
が
、﹃
法
華
経
﹄
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら

─
中
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国
語
か
ら
で
は
な
く

─
イ
ン
ド
亜
大
陸
の
現
代
語
に
翻
訳
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

　
﹃
法
華
経
﹄
は
、
阿
弥
陀
仏
に
関
連
し
た
諸
経
典
や
﹃
維
摩
経
﹄

と
と
も
に
、
極
東
で
た
い
へ
ん
読
ま
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
故
、

あ
る
一
つ
の
教
派
や
あ
る
い
は
学
派
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で

は
な
く
、
た
く
さ
ん
の
教
派
・
学
派
の
伝
統
に
結
び
つ
く
と
い

う
、
他
に
全
く
例
を
見
な
い
運
命
を
経
験
し
ま
し
た
。

二
つ
の
漢
訳

─
出
発
言
語
主
義
と
到
着
言
語
主
義

　

こ
の
運
命
の
お
お
も
と
に
は
、
言
語
活
動
そ
の
も
の
に
か
か

わ
る
一
つ
の
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
う
の
で

す
。
鳩
摩
羅
什
と
そ
の
門
下
に
よ
っ
て
﹃
法
華
経
﹄
翻
訳
に
用

い
ら
れ
た
言
語
は
、
全
く
尋
常
な
ら
ざ
る
も
の
で
し
た
し
、
そ

れ
と
竺
法
護く
の
翻
訳
と
の
関
係
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
で
す
。

い
ま
フ
ラ
ン
ス
で
流
行
し
て
い
る
︵
そ
の
上
、
こ
の
地
で
そ
の
考
え

が
生
ま
れ
た
と
私
が
信
じ
る
︶
一
つ
の
問
題
枠
組
みけと
突
き
合
わ
せ

て
み
れ
ば
、
翻
訳
に
は
実
際
、
二
つ
の
理
念
像
が
あ
り
ま
す
。

翻
訳
者
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。﹁
出
発
言
語
主

義
者
︵sourciste

︶﹂
と
﹁
到
着
言
語
主
義
者
︵cibliste

︶﹂
で
す
。

出
発
言
語
主
義
者
は
、
源
泉
と
な
っ
た
言
語
、
す
な
わ
ち
彼
ら

が
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
語
に
専
心
し
ま
す
し
、
到

着
言
語
主
義
者
は
、
送
信
先
の
言
語
の
中
で
自
分
た
ち
の
翻
訳

が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
専
心
し
ま
す
。
発
信
元
の
言
語
へ
の
忠

実
さ
か
、
送
信
先
の
言
語
へ
の
忠
実
さ
か
、
ど
ち
ら
か
を
優
先

す
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
用
語
を
使
え
ば
、
問
題
は
非
常
に
簡

単
に
な
る
か
の
よ
う
で
す
⋮
⋮
。
し
か
し
、
到
着
言
語
主
義
者

で
あ
っ
た
竺
法
護
は
翻
訳
を
理
解
し
が
た
い
ま
ま
に
し
て
お
き
、

出
発
言
語
主
義
者
で
あ
っ
た
鳩
摩
羅
什
は
翻
訳
を
驚
嘆
す
べ
き

ほ
ど
に
流
暢
な
も
の
と
し
た
の
で
す
。
私
見
で
は
、こ
の
こ
と
は
、

竺
法
護
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
あ
ま
り
理
解
し
て
お
ら
ず
、
逆

に
、
中
国
語
に
大
い
に
熟
達
し
て
い
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て

説
明
さ
れ
ま
す
。
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
の
翻
訳
は
、
中
国
語
を
愛
す
る
全
て
の
人
に
と
っ
て
驚

嘆
す
べ
き
も
の
な
の
で
す
。
あ
な
た
は
そ
こ
に
、
尋
常
な
ら
ざ

る
表
現
の
火
炎
、
そ
の
開
花
を
見
出
す
こ
と
で
し
ょ
う
⋮
⋮
。

か
な
り
は
っ
き
り
し
た
例
を
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち

は
︹
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
た
︺
今
朝
か
ら
、
生
き
も
の
た
ち

が
仏
に
成
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
大
い
に
語
っ
て
き
ま
し
た
。
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サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
、
生
き
も
の
た
ち
は sarvasattva 

と
言

わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
動
物
を
含
む
全
て
の
存
在
者
の
こ
と

で
す
。
鳩
摩
羅
什
と
そ
の
門
下
た
ち
は
組
織
的
に
、こ
の
言
葉
を
、

す
で
に
竺
法
護
が
用
い
て
い
た
中
国
語
の
術
語
で
翻
訳
し
ま
し

た
。
そ
れ
は
﹁
衆
生
﹂
で
あ
り
、
文
字
通
り
に
は
、
多
数
の
生

き
て
い
る
も
の
・
生
ま
れ
た
も
の
、
そ
れ
ら
の
群
れ
を
意
味
し
、

人
間
存
在
と
動
物
を
同
時
に
含
ん
で
い
ま
す
。
竺
法
護
は
こ
の

術
語
に
替
え
て
半
ダ
ー
ス
ほ
ど
の
単
語
を
用
い
て
い
ま
す
が
、

全
て
人
間
存
在
を
指
す
も
の
で
すこ。
そ
れ
故
、
明
白
に
到
着
言

語
主
義
者
と
し
て
、
彼
は
中
国
化
を
行
い
、
人
間
そ
の
も
の
の

他
に
救
済
の
対
象
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
中
国
的
な
考
え
を
採

用
し
た
の
で
す
。︹﹃
法
華
経
﹄
に
は
︺
貧
し
い
子
ど
も
の
譬
喩
︹
長

者
窮
子
の
譬
え
︺
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
竺
法
護
は
そ
の
筋
を
た

ど
っ
て
い
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
彼
が
持
っ
て
い
る
認
識
の
範
囲

内
に
限
ら
れ
ま
す
。
彼
は
こ
の
譬
喩
を
翻
訳
す
る
と
き
、
秘
密

を
漏
ら
し
て
し
ま
い
ま
す
。
父
親
は
息
子
に
こ
う
言
い
ま
す
。

﹁
お
前
は
私
の
息
子
だ
﹂
とさ。
こ
れ
は
、
あ
ま
り
に
早
く
事
実
を

暴
露
し
て
し
ま
う
も
の
で
す
。

　

し
か
し
、
鳩
摩
羅
什
と
そ
の
門
下
た
ち
は
、に
も
か
か
わ
ら
ず
、

竺
法
護
の
翻
訳
を
廃
棄
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
二

つ
の
翻
訳
を
一
行
ず
つ
対
応
さ
せ
な
が
ら
た
ど
っ
て
い
け
ば
、

竺
法
護
の
翻
訳
が
鳩
摩
羅
什
に
再
活
用
さ
れ
訂
正
さ
れ
て
い
る

の
が
見
ら
れ
ま
す
。
仮
に
二
人
の
人
物
に
一
つ
の
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
文
献
を
渡
し
て
、
中
国
語
か
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
他
の
言

語
に
訳
し
て
も
ら
っ
た
な
ら
ば
、
構
文
が
全
く
同
じ
に
な
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
中
国
語
と
の
間
で
文
節

の
順
序
が
完
全
に
対
応
す
る
の
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ

り
え
な
い
で
し
ょ
う
。
仮
に
鳩
摩
羅
什
が
竺
法
護
と
無
関
係
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
彼
は
違
う
語
順
で
単
語
を
翻
訳
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
さ
て
、︹
こ
の
よ
う
な
翻
訳
を
行
う
と
き
︺
非
常
に
し
ば

し
ば
、
文
章
の
構
成
要
素
ご
と
に
対
応
さ
せ
て
文
章
の
断
片
を

は
り
つ
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
鳩
摩
羅
什
は
訂
正
し
再

編
集
し
、
む
し
ろ
時
と
し
て
、
そ
れ
が
可
能
な
と
き
に
は
、
竺

法
護
の
幾
つ
か
の
言
葉
を
再
利
用
し
た
上
で
、
使
わ
れ
て
い
る

場
所
が
悪
い
こ
と
か
ら
、
適
宜
な
場
所
に
置
き
直
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
詳
細
に
研

究
す
る
の
は
魅
力
の
あ
る
作
業
で
す
し
、
こ
の
こ
と
は
百
二
十

年
の
時
を
隔
て
て
二
つ
の
翻
訳
の
間
で
真
の
協
働
が
あ
る
こ
と



199

「東洋学術研究」第56巻第１号

漢文文化圏における『法華経』の翻訳と伝播

を
示
す
も
の
で
す
。
鳩
摩
羅
什
の
中
国
語
と
そ
の
文
章
構
成
は

と
て
も
分
か
り
や
す
い
の
で
、
彼
は
到
着
言
語
主
義
者
で
す
。

と
同
時
に
、
彼
は
出
発
言
語
主
義
者
で
も
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
単
語
を
使
わ
な
い
竺
法
護
と
は
違
っ

て
、
鳩
摩
羅
什
の
場
合
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
単
語
を
音
写
し

た
上
で
再
導
入
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
、﹁
阿
耨
多
羅

三
藐
三
菩
提
﹂︵anuttara-sam

yak-sam
bodhi

﹁
完
全
で
、
こ
の
上
な

く
完
成
さ
れ
た
覚
り
﹂︶
の
よ
う
に
で
す
。
そ
れ
故
、
こ
の
二
つ
の

翻
訳
の
共
存
に
由
来
す
る
文
学
的
美
質
が
、︹
鳩
摩
羅
什
訳
の
︺﹃
法

華
経
﹄
特
有
の
も
の
と
し
て
あ
り
ま
す
。

法
華
経
歌
の
中
の
〝
日
本
的
解
釈
〟

　

日
本
で
は
、
仏
教
保
護
者
で
六
二
二
年
に
薨こ
う

去き
ょ

し
た
聖
徳
太

子
が
統
治
し
て
い
た
七
世
紀
以
来
、﹁
三
つ
の
法
会
﹂︵
三
会
︶
と

呼
ば
れ
る
も
の
が
発
展
し
ま
し
たし。
そ
こ
で
は
、
仏
教
聖
典
の

中
か
ら
特
に
、
三
つ
の
重
要
な
経
典
が
読
ま
れ
ま
し
た
。﹃
勝
鬘

経
﹄、
中
国
で
す
で
に
在
家
者
が
よ
く
読
ん
で
い
た
﹃
維
摩
経
﹄、

そ
し
て
﹃
法
華
経
﹄
で
す
。
こ
の
三
会
は
何
世
紀
に
も
わ
た
っ

て
維
持
さ
れ
ま
し
た
が
、
最
も
評
判
を
呼
ん
で
い
た
﹃
維
摩
経
﹄

No Image

国宝「扇面法華経冊子」（扇面古写経）から第五扇（上弦幅約49.5㎝、下弦幅約19㎝）。書かれた経
文は「陀羅尼品」で、十羅刹女が弘教者の守護を誓う場面。左から5行目中ほどに「悩乱説法者頭破
作七分（説法者を悩乱せば、頭破れて七分になる）」とある。下絵は「簀（す）の子掃除の男と水を
渉（わた）る女」（12世紀。東京国立博物館所蔵 Image:TNM Image Archives　禁複製）
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の
法
会
と
﹃
法
華
経
﹄
の
法
会
は
と
り
わ
け
そ
う
で
し
た
。

　

そ
れ
故
、﹃
法
華
経
﹄
の
文
学
的
美
質
や
、
翻
訳
の
歴
史
さ
え

も
が
、
最
初
は
中
国
人
に
よ
っ
て
、
次
に
は
日
本
人
に
よ
っ
て

な
さ
れ
た
、
こ
の
経
典
の
受
容
か
ら
、
大
い
に
影
響
を
受
け
て

い
ま
す
。
他
方
の
﹃
法
華
経
﹄
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
と
は
対

照
的
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
学
の
世
界
の
中
で
の
﹃
法
華

経
﹄
の
運
命
に
つ
い
て
は
何
の
残
響
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
経
典
は
日
本
に
他
の
全
て
の
経
典
と
一
緒
に
伝
え
ら
れ

た
と
き
、
翻
訳
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
す
で
に

述
べ
た
と
お
り
、
中
国
語
は
極
東
に
お
け
る
﹁
ラ
テ
ン
語
﹂
で

す
の
で
、
日
本
の
宗
教
者
は
そ
れ
を
翻
訳
し
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
は
中
国
語
の
本
文
に
し
た
が
っ
て
音
読
さ
れ
ま
し
た
が
、

日
本
的
な
発
音
に
よ
っ
て
で
す
。
非
常
に
遅
く
ま
で
、﹃
法
華
経
﹄

の
日
本
語
訳
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
最
初
の
︹
か
な
書
き
の
︺

﹃
法
華
経
﹄
写
本
の
本
文
は
、
十
三
世
紀
の
も
の
で
あ
りす、
日
蓮

︵
一
二
二
二
－
一
二
八
二
︶
の
周
辺
で
作
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
仏

教
の
術
語
が
全
て
中
国
語
の
ま
ま
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
非

常
に
限
定
的
な
も
の
で
す
。

　

非
常
に
長
い
間
、
経
典
や
中
国
語
典
籍
一
般
を
音
読
す
る
際

の
一
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
し
た
。
中
国
語
の
典
籍
は
、
日
本
語

の
文
法
に
し
た
が
っ
て
読
ま
れ
た
の
で
す
。
音
読
す
る
と
き
、

漢
語
の
語
彙
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
幾

つ
か
の
証
拠
が
示
す
よ
う
に
、
全
て
を
日
本
語
化
し
て
い
た
の

か
を
知
る
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
ご
存

じ
の
よ
う
に
、
非
常
に
古
い
時
代
に
始
ま
っ
た
日
本
の
詩
歌
︵
最

初
の
﹁
和
歌
﹂
と
し
て
確
証
さ
れ
る
も
の
は
八
世
紀
に
位
置
づ
け
ら
れ

ま
す
︶
の
実
作
に
お
い
て
、
九
世
紀
以
後
、
特
に
十
世
紀
に
は
、

﹃
法
華
経
﹄
に
つ
い
て
和
歌
を
詠
む
と
い
う
習
わ
し
が
、
当
初
よ

り
と
り
わ
け
女
性
に
よ
っ
て
、
伝
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
確

実
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
三
十
一
文
字
の
和
歌
に
は
、
重
要
な
文

学
的
縛
り
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
漢
語
語
彙
の
使
用
は

絶
対
的
に
避
け
ら
れ
る
か
ら
で
す
。﹃
法
華
経
﹄
の
特
定
の
一
節

に
つ
い
て
の
歌
は
、
そ
れ
故
、
重
要
な
哲
学
的
術
語
を
、
自
分

た
ち
の
言
語
に
翻
訳
す
る
こ
と
を
、
日
本
人
に
余
儀
な
く
さ
せ

ま
し
た
。
そ
う
し
た
術
語
は
、
解
釈
を
受
け
る
も
の
で
あ
り
、

私
の
考
え
で
は
、
経
典
の
音
読
に
影
響
さ
れ
た
は
ず
な
の
で
す
。

こ
う
し
て
、
詩
歌
の
中
で
伝
え
ら
れ
、
次
に
は
日
本
文
学
全
体

の
中
に
伝
わ
る
、
無
意
識
的
に
な
さ
れ
た
翻
訳
が
あ
り
ま
し
た
。
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そ
し
て
、
す
ぐ
れ
た
僧
侶
た
ち
が
こ
う
し
た
詩
歌
を
詠
む
と
き
、

そ
の
中
に
、﹃
法
華
経
﹄
に
は
も
と
も
と
な
か
っ
た
教
え
を
吹
き

入
れ
る
傾
向
が
発
展
し
た
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
今
日
、
私
た
ち
は
仏
と
な
る
本
性
︵
仏
性
︶
の
普

遍
性
に
つ
い
て
大
い
に
語
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
そ
の
ま

ま
の
か
た
ち
で
は
﹃
法
華
経
﹄
の
中
に
現
れ
ま
せ
ん
。
極
度
に

論
議
を
呼
ん
で
き
た
一
節せ
が
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
に
し
て
も
で
す
。
別
の
講
演
で
言
及
さ
れ
た
源
信
︵
九
四
二

～
一
〇
一
七
︶
は
、
浄
土
に
つ
い
て
の
大
思
想
家
で
あ
り
、
日
本

で
は
稀
な
仏
教
論
理
学
の
専
門
家
の
一
人
で
す
がそ、﹃
法
華
経
﹄

の
第
五
章
の
薬
草
の
譬
喩
に
つ
い
て
、
特
に
一
つ
の
歌
を
残
し

て
い
ま
すた。
源
信
は
﹃
法
華
経
﹄
よ
り
も
先
に
進
ん
で
い
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
同
じ
雨
を
受
け
る
非
常
に
多
様
な
植
物
も
仏
に

な
る
で
あ
ろ
う
、
と
彼
は
言
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
草
木
・
植

物
が
覚
り
を
得
る
︵
草
木
成
仏
︶
と
い
う
考
え
は
、﹃
法
華
経
﹄
の

中
に
は
な
く
、
八
世
紀
以
後
、
中
国
で
明
確
に
な
っ
た
も
の
で

す
がち、
彼
は
そ
れ
を
﹃
法
華
経
﹄
に
結
び
つ
け
た
の
で
す
。
歌

人
で
あ
る
僧
侶
た
ち
に
よ
っ
て
育
ま
れ
伝
え
ら
れ
た
和
歌
の
伝

統
全
体
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
、
生
き
も
の
た
ち
が
仏
と
な

る
運
命
に
あ
る
だ
け
で
な
く
、
植
物
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

同
様
に
、
慈
円
︵
一
一
五
五
－
一
二
二
五つ︶
は
、﹃
法
華
経
﹄
の

導
入
部
に
つ
い
て
非
常
に
興
味
深
い
歌
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
は
、
い
か
に
﹃
法
華
経
﹄
が
日
本
文
化
に
根
付
い
て
い
る

か
が
、
よ
く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
歌
は
、

沈
黙
と
言
葉
を
両
立
さ
せ
な
が
ら
、
神
道
的
伝
統
と
仏
教
的
伝

統
を
同
時
に
参
照
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

石
清
水
は
い
ま
い
ふ
人
の
言
の
葉
の
さ
な
が
ら
う
か
ぶ
流

な
り
け
りて　

　　

慈
円
は
非
常
に
喚
起
力
の
あ
る
日
本
語
の
単
語
﹁
言
葉
﹂
す

な
わ
ち
﹁
言
の
葉
﹂
を
活
用
し
て
い
ま
す
。
こ
の
歌
は
、
京
都

近
郊
の
神
域
で
あ
る
石
清
水
に
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
同

時
に
、こ
こ
に
は
掛
詞
が
あ
り
ま
す
。﹁
い
は
し
﹂
は
﹁
い
は
じ
︵
言

わ
な
い
だ
ろ
う
︶﹂
と
も
読
め
ま
す
。
で
す
か
ら
、﹁
い
は
し
み
づ

︵
石
清
水
︶﹂
は
﹁
言
わ
な
い
水
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言

の
葉
は
、
神
域
の
川
に
落
ち
た
秋
の
葉
の
よ
う
で
す
。
そ
の
と
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き
ま
で
﹃
法
華
経
﹄
の
真
実
を
隠
し
て
い
た
仏
は
、
そ
れ
を
開

示
し
、
広
め
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
の
歌
の
中
に
は
、﹃
法
華
経
﹄

へ
の
賛
歌
と
と
も
に
日
本
語
︵﹁
言
葉
﹂
は
何
よ
り
も
ま
ず
﹁
日
本
語

の
言
葉
﹂
を
意
味
し
ま
す
︶
へ
の
賛
歌
が
あ
り
、
同
時
に
、
日
本
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
現
象
的
な
も
の
と
、﹃
法
華
経
﹄
と
い
う
最

高
の
真
理
が
再
び
出
会
う
場
所
で
あ
る
、
神
道
の
聖
域
へ
の
言

及
が
あ
り
ま
す
。

　

以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
﹁
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
効
果
﹂
を
明
ら

か
に
す
る
一
つ
の
例
に
よ
っ
て
、
こ
の
話
を
結
ぶ
こ
と
に
し
ま

し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
発
展
し
た
、
こ
う

し
た
日
本
の
詩
的
解
釈
が
、
日
本
で
の
﹃
法
華
経
﹄
の
読
み
方

に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
、﹃
法
華
経
﹄
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
専

門
家
、つ
ま
り
﹃
法
華
経
﹄
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
読
む
人
さ
え
、

ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に
、
そ
の
解
釈
に
し
た
が
う
ほ
ど
に

な
っ
た
か
を
描
き
出
し
て
い
ま
す
。

　
﹃
法
華
経
﹄
の
第
二
章
で
は
、
こ
の
経
典
の
根
本
原
理
で
あ
る

﹁
諸
法
実
相
﹂
に
続
い
て
、﹁
十
如
是
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の

が
列
挙
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
脈
で
、
私
は
﹁
諸
法
﹂
を
﹁
幾

つ
も
の
仕
方
︵m

éthodes

︶﹂
と
翻
訳
し
ま
し
たと。
な
ぜ
な
ら
、
こ

の
一
説
を
素
直
に
読
む
と
、﹁
法
﹂
は
﹁
教
え
﹂
と
か
﹁
仕
方
﹂

と
訳
す
べ
き
で
あ
り
、﹁
事
物
﹂
と
か
﹁
実
在
す
る
現
象
﹂
と
い

っ
た
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り
妥
当
で
は
な
い
訳
語
を
使
う
べ
き
で

な
いな
と
、
私
に
は
思
わ
れ
た
か
ら
で
す
。
問
題
に
な
っ
て
い
る

の
は
教
え
を
説
く
仕
方
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
一
乗
し
か
な
い
こ

と
を
仏
が
こ
れ
か
ら
明
か
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
事
実
と
よ

く
対
応
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
日
本
の
歌
人
僧
侶
の
前
に
は
す
で
に
中
国
の
注
釈
書

が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
彼
ら
は
﹁
諸
法
﹂
を
、
現
象
世
界
に
お

け
る
事
物
・
存
在
・
実
在
と
し
て
解
釈
し
ま
し
た
。

　

こ
の
一
節
に
つ
い
て
、
同
じ
慈
円
は
、
不
朽
の
名
歌
一
首
の

中
で
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
ま
す
。

津
の
国
の
難
波
の
こ
と
も
誠
と
は
た
よ
り
の
か
ど
の
み
ち

よ
り
ぞ
知
るに　

　
︵
現
在
の
大
阪
に
あ
る
︶
難
波
の
津
は
、
掛
詞
で
あ
り
、﹁
何
は
︵
何

や
か
や
は
。
種
々
の
こ
と
は
︶﹂
を
意
味
し
ま
す
。
日
本
で
は
お
の

ず
か
ら
こ
の
よ
う
に
読
ま
れ
ま
す
。
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さ
て
、
少
し
前
に
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
か
ら
の
現
代
日
本

語
で
の
翻
訳
が
刊
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、sarva- 

dharm
a

と
い
う
語
は
、﹁
も
の
ご
と
﹂
と
訳
さ
れ
て
い
ま
し
たぬ。

つ
ま
り
、﹁
種
々
の
こ
と
﹂
で
す
。
日
本
の
翻
訳
者
は
、
千
年
以

上
に
わ
た
る
日
本
の
詩
歌
に
よ
っ
て
鍛
え
ら
れ
た
目
で
、
無
意

識
の
う
ち
に
、dharm

a
と
い
う
語
を
﹁
も
の
ご
と
﹂
と
読
ん
だ

の
で
す
。

　

漢
訳
﹃
法
華
経
﹄
は
、
そ
れ
自
体
が
、
日
本
で
の
理
解
の
長

い
伝
統
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
今
日
で
は
、﹃
法
華
経
﹄

は
こ
の
漢
訳
版
か
ら
世
界
に
再
び
伝
播
し
て
お
り
、
こ
う
し
た

翻
訳
が
今
度
は
ど
の
よ
う
に
他
の
言
語
の
中
に
新
し
い
伝
統
を

生
み
出
し
て
い
く
か
を
研
究
す
る
の
は
、
わ
く
わ
く
す
る
よ
う

な
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

︵
筆
録
者　

ベ
ル
ト
ラ
ン
・
ロ
シ
ニ
ョ
ー
ル
︶

︹　

︺
は
邦
訳
に
際
し
て
の
補
注

訳
注

︵
１
︶
鳩
摩
羅
什
︵
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
︶
は
五
世
紀
初
頭
に
活
躍
し

た
大
翻
訳
家
。
彼
の
訳
し
た
﹃
法
華
経
﹄
が
﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄。

︵
２
︶
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
︵
三
四
七
頃
－
四
二
〇
︶
は
ラ
テ
ン
語
で
著

作
し
た
教
父
の
一
人
で
、
彼
が
ラ
テ
ン
語
に
訳
し
た
と
さ
れ
る

聖
書
が
ヴ
ル
ガ
ー
タ
版
︵
共
通
版
の
意
︶
と
呼
ば
れ
る
。

︵
３
︶
一
五
四
五
年
か
ら
一
五
六
五
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
ト
リ
エ
ン

ト
公
会
議
で
、
一
五
四
六
年
に
、
ヴ
ル
ガ
ー
タ
版
聖
書
が
カ
ト

リ
ッ
ク
の
唯
一
の
公
式
聖
書
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
。

︵
４
︶
ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
書
︵
キ
リ
ス
ト
教
で
の
旧
約
聖
書
︶
は
ヘ
ブ
ラ

イ
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
キ
リ
ス
ト
教
の
新
約
聖
書
は

ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
て
い
る
。

︵
５
︶
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
の
こ
と
。﹁
百
八
巻
﹂
と
い
う
巻
数
は
、
最

初
の
ま
と
ま
っ
た
出
版
で
あ
る
リ
タ
ン
版
ま
た
は
ジ
ャ
ム
サ
タ

ン
版
︵
一
六
〇
八
－
一
六
二
一
︶
の
帙
数
に
よ
る
。

︵
６
︶
ネ
パ
ー
ル
は
他
民
族
国
家
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
ネ
ワ
ー
ル
族
は

カ
ト
マ
ン
ド
ゥ
盆
地
一
帯
に
住
み
、
全
人
口
の
五
パ
ー
セ
ン
ト

ほ
ど
を
占
め
る
。

︵
７
︶﹃
方
広
大
荘
厳
経
︵
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
︶﹄﹃
月
灯
三
昧
経
﹄﹃
入

楞
伽
経
﹄﹃
八
千
頌
般
若
﹄﹃
華
厳
経
︵
入
法
界
品
︶﹄﹃
法
華
経
﹄

﹃
十
地
経
﹄﹃
金
光
明
経
﹄﹃
如
来
秘
密
経
︵
秘
密
集
会
タ
ン
ト

ラ
︶﹄
の
九
つ
の
文
献
。

︵
８
︶
竺
法
護
︵
ダ
ル
マ
ラ
ク
シ
ャ
︶
は
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
初

頭
に
か
け
て
活
躍
し
た
翻
訳
家
。
彼
が
訳
し
た
﹃
法
華
経
﹄
が

﹃
正
法
華
経
﹄。
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︵
９
︶
ジ
ャ
ン
＝
ル
ネ
・
ラ
ド
ミ
ラ
ル
︵Jean-R

ené L
adm

iral

︶
ら
が

提
唱
し
た
翻
訳
学
︵traductologie

︶
の
こ
と
。
後
述
の

sourciste

とcibliste

も
、
ラ
ド
ミ
ラ
ル
のsourcier

とcibliste

と
い
う
対
概
念
に
も
と
づ
く
。

︵
10
︶
た
と
え
ば
﹁
蒸
民
﹂﹁
衆
庶
﹂﹁
黎
民
﹂﹁
群
萌
﹂﹁
民
庶
﹂
な
ど
。

︵
11
︶﹃
正
法
華
経
﹄﹁
信
楽
品
﹂
第
四
︵﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄﹁
信
解
品
﹂

第
四
に
対
応
︶
で
は
、
長
者
は
初
め
て
窮
子
に
会
っ
た
時
、﹁
是

吾
子
也
﹂
と
語
っ
て
い
る
。

︵
12
︶
南
都
三
会
︵
宮
中
御
斎
会
・
興
福
寺
維
摩
会
・
薬
師
寺
最
勝
会
︶

と
北
京
三
会
︵
円
宗
寺
最
勝
会
・
同
法
華
会
・
法
勝
寺
大
乗
会
︶

が
あ
る
。
御
斎
会
・
最
勝
会
で
は
﹃
金
光
明
最
勝
王
経
﹄
が
読

ま
れ
た
。
大
乗
会
で
は
五
部
大
乗
経
︵
華
厳
経
・
大
集
経
・
大

般
若
経
・
法
華
経
・
涅
槃
経
︶
が
読
ま
れ
た
。
聖
徳
太
子
は
推

古
天
皇
に
﹃
勝
鬘
経
﹄
を
講
義
し
た
と
さ
れ
、
法
隆
寺
で
は
勝

鬘
会
が
行
わ
れ
る
。

︵
13
︶
現
存
最
古
と
さ
れ
る
妙
一
記
念
館
蔵
﹁
仮
名
書
き
法
華
経
﹂
は

鎌
倉
時
代
中
期
の
書
写
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

︵
14
︶﹁
方
便
品
﹂
の
﹁
若
有
聞
法
者　

無
一
不
成
仏
﹂
の
こ
と
。
通

常
は
﹁
も
し
法
を
聞
く
も
の
が
い
れ
ば
、
仏
に
成
ら
な
い
も
の

は
一
人
も
い
な
い
﹂
と
解
釈
さ
れ
る
が
、
法
相
宗
の
仲
算
は
﹁
無

の
一
は
成
仏
せ
ず
﹂
と
読
み
下
し
て
、
仏
性
の
無
い
者
は
仏
に

成
ら
な
い
と
解
し
、
天
台
宗
の
良
源
と
論
争
し
た
。

︵
15
︶
源
信
は
平
安
時
代
中
期
の
天
台
宗
の
学
僧
。
浄
土
信
仰
の
教
理

と
実
践
を
説
く
﹃
往
生
要
集
﹄
の
作
者
と
し
て
有
名
。
因
明
︵
仏

教
論
理
学
︶
の
問
題
を
扱
っ
た
﹃
因
明
論
疏
四
相
違
略
註
釈
﹄

も
あ
る
。

︵
16
︶﹃
続
後
拾
遺
和
歌
集
﹄
所
収
﹁
同
じ
こ
と
一
時
に
雨
の
ふ
り
ぬ

れ
ば
草
木
も
人
も
仏
と
ぞ
な
る
﹂。

︵
17
︶
八
世
紀
の
湛
然
︵
妙
楽
大
師
、
七
一
一
－
七
八
二
︶
は
﹃
金
剛
錍
﹄

を
著
し
て
草
木
成
仏
を
論
じ
て
い
る
。

︵
18
︶
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
活
躍
し
た
天
台
宗

の
僧
。
天
台
座
主
を
四
度
務
め
た
。
歌
人
と
し
て
有
名
で
、
歌

集
﹃
拾
玉
集
﹄
が
あ
る
。

︵
19
︶
慈
円
﹁
詠
法
華
経
百
首
和
歌
﹂。﹁
序
品
﹂
の
﹁
如
是
我
聞
﹂
を

詠
む
。
な
お
、
本
稿
の
著
者
ロ
ベ
ー
ル
教
授
に
は
﹁
詠
法
華
経

百
首
和
歌
﹂
の
仏
訳La C

enturie du Lotus : poèm
es de Jien 

(1155-1225) sur le Sûtra du Lotus

が
あ
る
。

︵
20
︶
ロ
ベ
ー
ル
教
授
は
鳩
摩
羅
什
訳
﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄
お
よ
び
﹃
無

量
義
経
﹄﹃
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
﹄
を
仏
訳
し
、Le Sûtra du 

lotus, suivi du Livre des sens innom
brables et du Livre de la 

contem
plation de Sage-U

niversel

と
し
て
刊
行
し
て
い
る
。

︵
21
︶﹁
法
﹂
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
﹁
ダ
ル
マ
︵dharm

a

︶﹂
の
訳
語
。﹁
法

︵
ダ
ル
マ
︶﹂
は
多
義
的
で
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
他
に
も
幾
つ

か
の
意
味
が
あ
り
、﹁
諸
法
実
相
﹂
の
﹁
法
﹂
が
ど
の
意
味
に

当
た
る
か
は
諸
説
あ
る
。

︵
22
︶
慈
円
﹁
詠
法
華
経
百
首
和
歌
﹂。﹁
方
便
品
﹂
の
﹁
諸
法
実
相
﹂

を
詠
む
。

︵
23
︶
植
木
雅
俊
﹃
梵
漢
和
対
照
・
現
代
語
訳
法
華
経　

上
﹄︵
二
〇

〇
八
年
、
岩
波
書
店
︶
七
九
頁
﹁
シ
ャ
ー
リ
プ
ト
ラ
よ
、
実
に

如
来
は
、
如
来
が
知
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
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︵
諸
法
︶、［
そ
の
］
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
に
つ
い
て
、
如
来
の

た
め
に
説
か
れ
る
で
あ
ろ
う
﹂。

Jean-N
oël R

obert

／
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
教
授
︵
日

本
文
明
講
座
文
献
学
︶、
碑
文
・
文
芸
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
。
専

門
は
日
本
仏
教
史
・
中
国
仏
教
史
。
と
く
に
、
天
台
仏
教
に
関

す
る
研
究
や
漢
語
・
日
本
語
仏
典
の
文
献
学
的
研
究
に
取
り
組

む
。︵

訳
・
ま
え
が
わ　

け
ん
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
︶


