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法
華
経

─
内
な
る
海
の
ご
と
く
深
き
教
え

ロ
ケ
ッ
シ
ュ
・
チ
ャ
ン
ド
ラ

　

朝
鮮

│
そ
の
名
に
は
「
朝
な
ぎ
の
国
」
の
意
味
が
あ
り
ま

す
。
千
六
百
年
前
に
仏
教
が
到
来
し
た
と
き
、
こ
の
国
は
自
ら

の
存
在
の
意
味
を
見
出
し
、
そ
し
て
永
遠
を
見
出
し
ま
し
た
。

仏
教
は
こ
の
地
に
新
た
な
意
義
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

韓
・
朝
鮮
半
島
の
文
明
が
花
開
き
ま
し
た
。
や
っ
て
き
た
ば
か

り
の
仏
教
の
活
力
や
新
鮮
さ
は
、
国
を
功
徳
で
満
た
し
、
芸
術

を
育
み
、
教
育
を
広
め
、
道
を
造
り
、
憩
い
の
場
を
設
け
、
善

行
を
奨
め
、
幾
千
も
の
多
様
な
か
た
ち
で
安
ら
ぎ
を
増
幅
さ
せ

て
い
き
ま
し
た
。
尊
貴
な
る
も
の
へ
の
熱
願
と
道
義
に
支
え
ら

れ
た
人
間
ら
し
い
シ
ス
テ
ム
が
生
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
、
深
み
の

あ
る
社
会
・
文
化
秩
序
が
生
き
生
き
と
し
た
具
体
的
な
も
の
と

な
っ
て
き
た
の
で
す
。
こ
の
国
の
文
明
は
、
仏
教
の
も
と
に
絶

頂
を
迎
え
た
の
で
す
。
あ
る
偉
大
な
詩
人
の
句
が
思
い
起
こ
さ

れ
ま
す
。

　

│
夏
草
や
兵
ど
も
が
夢
の
跡あ　

　

私
た
ち
は
今
、
極
度
の
ス
ト
レ
ス
と
と
ど
ま
る
こ
と
を
知
ら

な
い
消
費
主
義
の
時
代
を
生
き
て
お
り
、
平
安
と
自
制
を
必
要

と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
仏
教
だ
け
な

の
で
す
。
こ
う
あ
り
ま
す
。「
外
部
の
存
在
の
姿
か
た
ち
に
執
わ

れ
な
け
れ
ば
そ
れ
が
禅
で
あ
り
、
自
己
の
内
面
に
お
い
て
、
心
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が
乱
れ
な
い
の
が
定
で
あ
る
。
そ
れ
を
禅
定
と
い
う
の
で
あ
るい
」　

韓
半
島
に
仏
教
が
も
た
ら
し
た
光

　

仏
教
は
、
こ
の
国
の
言
葉
の
発
展
に
寄
与
し
て
き
ま
し
た
。

自
国
語
の
文
法
上
の
必
要
に
応
え
る
表
記
法
を
与
え
た
の
で
す
。

七
世
紀
後
半
、
薛ソ

ル
チ
ョ
ン聡
が
吏イ
ド
ゥ読
文
字
を
ま
と
め
、
漢
文
を
書
い
た

紙
の
余
白
に
格
語
尾
を
付
け
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

読
み
手
が
漢
文
の
体
系
を
自
国
語
化
す
る
手
助
け
に
な
り
ま
し

た
。
薛
聡
は
、
ま
ず
八
つ
の
格
語
尾
す
な
わ
ち
主
格
、
対
格
、

具
格
、
与
格
、
奪
格
、
属
格
、
位
格
、
呼
格
の
変
化
語
尾
を
成

立
さ
せ
ま
す
〔
格
語
尾
分
類
に
は
諸
説
あ
る
〕。
彼
は
、
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
の
八
つ
の
格
語
尾
を
基
に
、
こ
れ
ら
の
変
化
語
尾
を
定

め
ま
し
た
。
彼
の
父
親
は
優
れ
た
仏
教
学
者
で
あ
っ
た
た
め
、

父
親
か
ら
影
響
を
受
け
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
一
〇
七
五
年

に
書
か
れ
た
『
均

キ
ュ
ン
ユ
ー
チ
ュ
ン

如
伝
』（
大
華
厳
首
座
円
通
両
重
大
師
均
如
伝
）
に

は
「
吏
読
の
語
尾
変
化
は
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
類
似
し
て
い
る
」

と
あ
り
ま
すう
。
一
四
四
六
年
に
は
、
聖
君
世セ
ジ
ョ
ン宗
が
新
し
い
文
字

と
そ
の
印
刷
用
活
字
〔
銅
活
字
〕
を
創
製
し
ま
し
た
。
こ
の
文
字

は
ハ
ン
グ
ル
つ
ま
り
「
偉
大
な
る
文
字
」
と
し
て
現
在
も
使
わ
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れ
て
い
ま
す
。
ケ
イ
・
ウ
ォ
ン
チ
ュ
ン
（K

ei W
on C

hung

）
博
士

は
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
に
提
出
し
た
論
文
で
、
ハ
ン
グ
ル
は

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
文
字
の
規
則
に
沿
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
新
し
い
文
字
が
、
こ
の
半
島
の
人
々

の
知
的
創
造
力
に
深
い
影
響
を
与
え
て
き
た
の
で
す
。

　

こ
の
国
の
最
も
偉
大
な
詩
人
の
ひ
と
り
で
あ
り
、
愛
国
の
僧

侶
と
し
て
独
立
運
動
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
韓ハ

ン
ヨ
ン
ウ
ン

龍
雲
（
一
八

七
九–

一
九
四
四
年
）
は
、
仏
教
徒
の
永
遠
性
と
超
越
性
と
い
う

透
明
な
静
寂
の
中
に
光
明
を
求
め
、
こ
の
よ
う
に
詠
い
ま
し
た
。

花
も
な
い
大
木
の　

苔
古ふ

り
た
肌
の
あ
た
り
に　

仄ほ
の

か
に

こ
も
る
え
い
は
れ
ぬ
香
り

│
、
あ
れ
は
誰
の
息
吹
き
で

せ
う
。

源
を
知
る
人
も
な
い
遠
い
山
あ
ひ
か
ら
流
れ
て
は　

河
床

の
小
石
轉ま

ろ

ば
す
せ
ゝ
ら
ぎ
の
音

│
、
あ
れ
は
誰
の
歌
聲

で
せ
う
。

蓮は
ち
すの
踵か
ゞ
と
で
涯
し
な
い
海
を
踏
み　

紅こ
う
ぎ
ょ
く玉
の
掌
で
西
空
を
撫

で
さ
す
る
落
日
の
粧
ひ　

遠
と
ほ
あ
か
ね茜

│
、
あ
れ
は
誰
の
詩
な

の
で
せ
うえ
。　

　

イ
ン
ド
・
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
（
阿
踰
陀
）
国
の
王
女
は
、
嫁
ぎ

先
と
な
っ
た
こ
の
新
た
な
祖
国
の
国
民
性
の
形
成
に
深
い
影
響

を
与
え
ま
し
た
。
伽
耶
国
の
首ス

露ロ

王ワ
ン

〔
金
首
露
王
、
一–

二
世
紀
〕

は
中
国
の
政
治
的
世
界
観
を
よ
く
知
っ
て
い
ま
し
た
。
と
い
う

の
も
、
韓
半
島
は
海
に
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
陸
路
で
中
国
と

つ
な
が
り
、
絶
え
ず
中
国
の
政
策
と
関
わ
り
続
け
て
き
た
か
ら

で
す
。〔
だ
か
ら
こ
そ
〕
こ
の
半
島
は
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
護
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
堅
固
に
す
べ
く
、

首
露
王
は
、
イ
ン
ド
第
一
の
王
統
で
あ
る
イ
ク
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ク

王
家
の
ア
ヨ
ー
デ
ィ
ヤ
ー
国
の
王
女
を
求
め
た
の
で
す
。
こ
の

王
家
の
出
身
者
で
最
も
有
名
な
の
は
ラ
ー
マ
王
子
〔
叙
事
詩
『
ラ
ー

マ
ー
ヤ
ナ
』
の
主
人
公
〕
で
す
。
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
〔
馬
鳴
、

八
〇–

一
五
〇
年
頃
〕
は
『
ブ
ッ
ダ
・
チ
ャ
リ
タ
（
佛
所
行
讃
）』

第
一
品
で
、
釈
尊
の
父
シ
ュ
ッ
ド
ー
ダ
ナ
（
浄
飯
王
）
が
イ
ク
シ

ュ
ヴ
ァ
ー
ク
王
家
の
末
裔
で
あ
り
、
そ
の
力
は
〔
同
王
統
の
初
代

王
で
あ
る
〕
イ
ク
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ク
王
の
よ
う
に
無
敵
で
あ
っ
た
と

記
し
て
い
ま
すお
。
釈
尊
の
父
親
と
釈
尊
自
身
が
イ
ク
シ
ュ
ヴ
ァ
ー

ク
王
統
に
属
し
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
首
露
王
が
ア
ヨ
ー
デ
ィ

ヤ
ー
か
ら
王
妃
を
迎
え
る
こ
と
は
、
当
時
の
政
治
認
識
と
一
致
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し
て
い
た
と
言
え
ま
す
。
半
島
諸
国
が
い
か
に
イ
ン
ド
と
絶
え

ず
関
係
を
も
と
う
と
し
た
か
、
そ
の
史
書
か
ら
読
み
取
れ
ま
す
。

『
三
國
遺
事
』
に
は
、
国
家
を
統
一
し
た
新
羅
の
王
た
ち
は
ク
シ

ャ
ト
リ
ヤ
〔
イ
ン
ド
に
お
け
る
王
族
・
武
人
階
級
〕
だ
と
記
さ
れ
て

い
ま
すか
。
ま
た
、
中
国
か
ら
イ
ン
ド
へ
巡
礼
し
た
義
浄
〔
六
三
五

–

七
一
三
年
〕
は
、「
高
麗
国
」〔
高
句
麗
の
別
名
〕
の
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
名
が
矩ク

ッ
ク
テ
ー
シ
ュ
ワ
ラ

矩
吒
㗨
説
羅
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
すき
。
亀ク

茲チ
ャ

国

の
利
言
〔
七
〇
六–

七
八
九
年
頃
〕
も
、
彼
の
漢
梵
対
訳
字
書
〔『
梵

語
雜
名
』〕
に
、
同
国
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
を
記
載
し
て
い 

ま
すく
。　

　

韓
半
島
最
初
の
仏
教
僧
院
で
あ
る
仏プ

ル

国グ
ク

寺サ

は
、
法
華
経
の
見

宝
塔
品
に
な
ぞ
ら
え
て
造
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
多タ

宝ボ

塔タ
プ

は
多
宝

如
来
の
塔
で
あ
り
、
釈ソ

ッ

迦カ

塔タ
プ

は
釈
尊
の
塔
で
す
。
こ
れ
ら
の
石

塔
は
、
石
工
阿ア

斯サ

達ダ
ル

に
よ
っ
て
造
ら
れ
ま
し
た
。
阿
斯
達
は
若

い
妻
〔
阿ア

斯セ

女ニ
ョ

〕
に
「
石
塔
が
完
成
し
た
ら
、
す
ぐ
に
戻
る
」
と

約
束
し
て
家
を
出
ま
し
た
。
し
か
し
、
夫
か
ら
何
年
も
連
絡
が

な
い
た
め
、
妻
は
夫
の
い
る
仏
国
寺
を
訪
れ
ま
す
。〔
し
か
し
会

わ
せ
て
も
ら
え
ず
、
僧
侶
か
ら
〕「〔
石
塔
が
完
成
す
れ
ば
〕
池
に
塔
の

影
が
映
る
の
で
、
そ
れ
ま
で
池
の
そ
ば
で
待
つ
よ
う
に
」
と
言

わ
れ
ま
し
た
。
む
な
し
く
待
ち
続
け
た
妻
は
、
つ
い
に
池
に
飛

び
込
み
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。
以
来
、そ
の
石
塔
〔
釈

迦
塔
〕
は
無ム

影ヨ
ン

塔タ
プ

と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
の
も
の
は
む

な
し
く
、
し
か
し
心
は
何
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。
存
在

は
朝
露
や
泡う

た
か
た沫
の
ご
と
く
儚
く
、
し
か
し
、〔
心
魂
を
込
め
た
〕
塔

は
今
も
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
不
朽
の
仏
国
寺
の
存
在
と
と
も
に
、

法
華
経
は
法
眼
の
光
と
な
り
、
春
の
歌
と
な
り
ま
し
た
。
仏
国

寺
は
、
当
時
の
こ
の
国
〔
新
羅
〕
を
ま
さ
に
仏
国
土
と
し
た
僧
院

な
の
で
す
。

印
・
韓
・
日
の
文
化
の
合
流

　

仏
教
は
、
韓
半
島
か
ら
日
本
に
伝
来
し
ま
し
た
。
五
五
二
年
、

百
済
の
王
〔
聖ソ
ン
ワ
ン王
／
聖
明
王
〕
が
日
本
の
欽
明
天
皇
に
仏
像
を
贈

っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
の
理
法
と
と
も
に
、
世
俗
の
諸

技
術
、
仏
教
建
築
や
彫
工
の
匠
、
僧
侶
ら
が
日
本
に
入
っ
て
い

き
ま
し
た
。
ま
た
、
用
明
天
皇
（
在
位
五
八
六–

五
八
七
年
）
の

病
気
平
癒
を
願
っ
て
、
韓
半
島
の
王
が
金
銅
の
薬
師
如
来
像
を

贈
っ
た
と
も
い
い
ま
す
。
用
明
天
皇
が
崩
御
し
た
後
、
短
期
間

で
し
た
が
、〔
崇
仏
派
の
蘇
我
氏
と
排
仏
派
の
物
部
氏
に
よ
る
〕
激
し
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い
合
戦
が
起
こ
り
ま
し
た
。
用
明
天
皇
の
皇
子
で
あ
っ
た
聖
徳

太
子
は
、
合
戦
に
勝
利
し
た
暁
に
は
〔
仏
教
を
守
護
す
る
〕
四
天

王
を
祀
る
寺
院
を
建
立
す
る
と
誓
願
を
立
て
ま
し
た
。
こ
の
合

戦
は
、
聖
徳
太
子
が
支
持
し
た
崇
仏
派
の
蘇
我
氏
の
勝
利
に
終

わ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
平
和
と
高
徳
の
宗
教
が
政
治
面
、
社

会
面
、
精
神
面
と
広
範
囲
に
わ
た
る
進
歩
に
寄
与
し
ま
し
た
。

「
聖
徳
」
に
は
「
最
高
の
徳
の
力
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

聖
徳
太
子
は
、
韓
半
島
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
す
べ
て
を
発
展
さ

せ
て
い
き
ま
し
た
。

　

韓
半
島
を
訪
れ
た
イ
ン
ド
人
最
後
の
ア
ー
チ
ャ
ー
リ
ヤ
（
阿
闍

梨
／
高
僧
）
は
、
指チ

空コ
ン

（
デ
ィ
ヤ
ー
ナ
バ
ド
ラ
）
師
で
し
た
。
彼
は

一
三
四
〇
年
代
に
高
麗
に
入
り
、
イ
ン
ド
の
ア
ラ
ナ
ン
ダ
寺
（
阿

羅
難
陀
寺
）
を
模
し
て
檜フ
ェ

巌ア
ム

寺サ

を
建
立
し
ま
し
た
。
今
回
、
私
は

「Perfum
e of G

rasses

（
草
の
香
り
）」
と
い
う
レ
ス
ト
ラ
ン
で

「
甘カ

ム

草チ
ョ

茶チ
ャ

」
を
い
た
だ
け
た
こ
と
に
驚
き
、
喜
び
ま
し
た
。
こ
の

お
茶
は
指
空
師
に
ま
で
遡
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
指
空
師
の
弟

子
無ム

学ハ
ク

は
、
朝
鮮
王
朝
〔
李
氏
朝
鮮
〕
を
建
国
し
た
国
王
〔
李イ

成ソ
ン

桂ゲ

、
在
位
一
三
九
二–

一
三
九
八
年
〕
に
対
し
、
首
都
を
開ケ

城ソ
ン

か
ら

漢ハ
ニ
ャ
ン陽

〔
現
在
の
ソ
ウ
ル
〕
へ
遷
す
よ
う
提
案
し
ま
し
た
。
知
ら
れ

て
い
る
指
空
師
の
功
績
で
日
本
に
残
る
唯
一
の
も
の
は
、
諸
病

を
治
癒
さ
せ
る
マ
ン
ト
ラ
（
真
言
）
を
伝
え
た
こ
と
で
す
。
そ
の

際
、
病
気
は
悪
魔
の
姿
で
描
写
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

イ
ン
ド
、
韓
半
島
、
日
本
の
歴
史
的
・
文
化
的
合
流
は
、
今

再
び
、
法
華
経
の
言
の
葉
の
葉
音
に
包
ま
れ
て
、
私
た
ち
の
心

の
奥
底
で
花
盛
り
の
時
を
迎
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
偉
大
な

師
・
池
田
大
作
先
生
〔
Ｓ
Ｇ
Ｉ
（
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）

会
長
、
東
洋
哲
学
研
究
所
創
立
者
〕
が
私
た
ち
に
法
華
経
の
崇
高
な

価
値
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
法

華
経
は
、
生
命
の
広
大
無
辺
の
広
が
り
を
示
し
つ
つ
、
人
間
を

聖
な
る
存
在
へ
と
超
越
さ
せ
ゆ
く
教
え
な
の
で
す
。
法
華
経
は
、

私
た
ち
の
内
な
る
仏
性
を
開
花
さ
せ
な
が
ら
、
今
、
新
た
な
輝

き
を
放
っ
て
い
る
の
で
す
。

法
華
経
の
三
つ
の
宝

　

法
華
経
に
つ
い
て
三
つ
の
宝
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
鳩
摩
羅

什
、
日
蓮
大
聖
人
、
池
田
大
作
先
生
で
あ
り
ま
す
。
鳩
摩
羅
什

は
法
華
経
を
創
造
的
に
漢
訳
し
、
大
聖
人
は
法
華
経
を
生
命
そ

の
も
の
の
革
新
・
蘇
生
と
し
て
解
釈
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
池
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田
先
生
は
法
華
経
を
、
高
貴
な
る
す
べ
て
の
も
の
の
調
和
を
も

た
ら
し
、
自
然
と
人
間
と
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
も
た
ら
す
た
め
の

新
た
な
る
火
花
と
さ
れ
ま
し
た
。「
創
価
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も

の
が
「
価
値
創
造
」
を
、す
な
わ
ち
「
生
き
る
こ
と
の
美
の
刷
新
」

「
社
会
関
係
の
刷
新
」「
自
然
に
対
す
る
人
間
の
心
配
り
の
刷
新
」

を
重
ね
続
け
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
創
価
学
会
は
、

渡
り
鳥
の
ご
と
く
飛
翔
し
、
地
球
の
あ
ち
こ
ち
に
翼
を
た
た
み

ま
す
。
そ
れ
は
、
メ
ン
バ
ー
一
人
ひ
と
り
の
人
生
を
よ
り
偉
大

な
も
の
に
す
る
た
め
で
あ
り
、
池
田
先
生
の
比
類
な
き
言
葉
「
人

間
革
命
」
に
内
実
を
与
え
て
い
く
た
め
で
す
。
池
田
先
生
は
、

機
関
誌
『
グ
ラ
フ
Ｓ
Ｇ
Ｉ
』
で
毎
号
、
内
な
る
人
格
と
外
界
の

調
和
を
共
々
に
実
現
し
よ
う
と
、
私
た
ち
を
鼓
舞
し
て
く
だ
さ

っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば

│
。

さ
あ　

未
到
の
希
望
の
千
年
へ

共
々
に　

勇
ん
で
出
発
し
よ
う
！

…
…
…

高
く　

ま
た
高
く

仏
法
の　

人
間
主
義
の
旗
を
掲
げ
て
！け　

　

創
価
学
会
は
、
ド
グ
マ
も
戒
律
も
な
く
、
そ
れ
で
い
て
、
す

べ
て
の
人
間
の
心
に
眠
る
内
な
る
可
能
性
を
呼
び
覚
ま
す
現
代

世
界
で
唯
一
の
団
体
で
す
。
こ
の
内
な
る
光
明
と
は
、
私
た
ち

の
心
の
大
き
く
開
か
れ
た
扉
で
あ
り
、
そ
れ
は
常
に
新
し
く
な

り
続
け
て
い
る
の
で
す
。
カ
シ
ミ
ー
ル
の
偉
大
な
詩
人
・
哲
学

者
で
あ
る
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
〔
九
五
〇–

一
〇
一
六
年
頃
〕
の

言
葉
に
こ
う
あ
り
ま
す
。

彼
〔
ク
リ
シ
ュ
ナ
〕
は
、
こ
の
山
〔
ラ
イ
ヴ
ァ
タ
カ
山
〕
を
幾

度
と
な
く
見
て
き
た
。

し
か
し
今
、
初
め
て
見
た
か
の
よ
う
な
驚
き
で
い
っ
ぱ
い

に
な
っ
た
。

毎
瞬
毎
瞬
、
新
し
く
な
っ
て
い
く
こ
と
、

そ
れ
こ
そ
が
美
し
き
も
の
す
べ
て
の
本
質
な
の
だこ
。　

　

池
田
先
生
は
法
華
経
を
、
人
々
の
人
生
へ
の
祝
福
と
さ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
は
、
ド
グ
マ
の
厳
酷
さ
に
縛
ら
れ
ず
、
数
々
の
価

値
に
あ
ふ
れ
る
人
生
で
す
。
そ
れ
は
「
行
動
の
道
」
で
あ
り
、
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隣
人
へ
の
理
解
を
深
め
、
調
和
の
社
会
を
築
く
人
生
で
あ
り
、

幸
せ
に
生
き
、
他
者
を
救
済
す
る
幸
せ
を
か
み
し
め
る
人
生
で

あ
り
、
奉
仕
と
利
他
的
分
か
ち
合
い
と
い
う
新
た
な
生
き
方
へ

の
光
明
と
な
る
人
生
で
あ
り
、
法
華
経
の
春
風
に
包
ま
れ
る
平

和
な
世
界
の
た
め
に
貢
献
し
て
い
く
人
生
で
す
。
そ
し
て
、
菩

提
樹
の
葉
が
太
陽
の
光
と
ぬ
く
も
り
な
し
に
は
、
ま
た
大
海
か

ら
生
ま
れ
る
雨
な
し
に
は
存
在
で
き
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、

人
間
の
「
価
値
の
道
」
も
ま
た
〔
太
陽
と
慈
雨
の
ご
と
く
〕、
行
き

過
ぎ
た
物
質
主
義
と
テ
ク
ノ
ス
フ
ィ
ア
（
技
術
圏
）
を
和
ら
げ
、

穏
や
か
な
も
の
に
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

仏
教
は
、
人
間
中
心
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
点
で
、
神
を
中

心
と
し
た
他
の
宗
教
体
系
と
区
別
さ
れ
ま
す
。
過
激
主
義
な
ど

の
暴
力
噴
出
の
炎
に
焼
か
れ
た
現
代
の
状
況
に
あ
っ
て
、
緊
急

に
必
要
な
の
は
、
平
凡
な
庶
民
の
願
い
を
中
心
に
し
た
ビ
ジ
ョ

ン
で
す
。
そ
し
て
、
池
田
先
生
は
ヘ
ッ
セ
の
言
葉
を
引
い
て
「
君

が
求
め
て
い
る
光
は
／
君
自
身
の
中
に
宿
っ
て
い
る
の
だ
」
と

教
え
て
お
ら
れ
ま
すさ
。
人
類
は
、
貪
欲
や
搾
取
か
ら
離
れ
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。
法
華
経
は
今
、
時
に
か
な
っ
て
、
人
類
の
上
に

降
る
慈
雨
で
あ
り
ま
す
。
生
命
の
尊
厳
と
力
が
降
り
注
ぐ
の
で

す
。
創
価
学
会
と
は
す
な
わ
ち
「
人
間
革
命
」
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
宇
宙
は
生
命
で
あ
る
」
こ
と
を
、
そ
し
て
「
生
命
は

創
造
的
で
あ
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
創
価
学
会
が
示

す
人
間
の
価
値
に
は
万
人
に
通
じ
る
普
遍
性
が
あ
り
ま
す
。「
普

遍
的
」
と
い
う
語
の
真
義
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
い
か
な

る
原
理
主
義
と
も
無
縁
で
あ
り
ま
す
。

　

池
田
先
生
は
自
ら
献
身
的
に
行
動
す
る
巡
礼
者
で
す
。
こ
の

詩
の
通
り
に

│
。

光　

も
と
め
て

わ
れ　

進
み
ゆ
く

心
の　

暗
雲
を
は
ら
わ
ん
と

嵐
に
動
か
ぬ
大
樹
を
求
め
てし　

　

世
界
の
約
二
百
カ
国
・
地
域
が
、
法
華
経
の
清
ら
か
さ
に
目

覚
め
て
い
ま
す
。
世
界
中
の
幾
百
万
と
い
う
人
々
が
奮
い
立
っ

て
、
個
人
レ
ベ
ル
で
は
自
己
向
上
の
人
生
を
生
き
、
社
会
と
の

関
わ
り
に
お
い
て
は
他
者
を
助
け
、
す
べ
て
の
動
植
物
を
護
り
、

無
生
物
界
を
保
全
し
、
行
き
過
ぎ
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
や
新
帝
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国
主
義
に
よ
っ
て
世
界
が
燃
え
尽
き
て
し
ま
わ
ぬ
よ
う
平
和
を

確
か
な
も
の
に
し
、
テ
ク
ノ
ス
フ
ィ
ア
の
拡
大
に
目
を
光
ら
せ

て
い
ま
す
。
池
田
先
生
が
毎
年
発
表
さ
れ
る
平
和
提
言
〔「
Ｓ
Ｇ

Ｉ
の
日
」（
一
月
二
十
六
日
）
記
念
提
言
〕
は
〝
我
執
を
捨
て
、
万
物

に
対
し
て
共
感
す
る
新
し
き
世
界
〞
か
ら
響
い
て
く
る
気
高
き

声
で
あ
り
ま
す
。
平
和
提
言
で
は
、
自
然
を
生
き
て
い
る
存
在

と
し
て
見
つ
め
、
生
命
の
無
限
の
可
能
性
を
未
来
に
現
実
化
で

き
る
よ
う
働
き
か
け
、
醜
き
軍
国
主
義
が
台
頭
し
な
い
よ
う
に

訴
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
池
田
先
生
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
成
長

し
発
達
し
て
い
く
た
め
の
心
の
大
地
を
与
え
て
お
ら
れ
る
の 

で
す
。

　

創
価
学
会
の
幾
百
万
と
い
う
実
践
者
が
抱
く
決
意
は
ま
さ
に
、

あ
ま
た
の
宝
玉
が
互
い
に
輝
き
を
映
し
合
う
因い

ん

陀だ

羅ら

網も
う

の
よ
う

で
す
。〔
そ
の
お
か
げ
で
〕
私
た
ち
は
、
飾
り
気
の
な
い
、
清
ら
か

で
、
広
々
と
し
た
雰
囲
気
の
社
会
の
な
か
を
歩
み
、
豊
饒
な
自

然
の
な
か
を
歩
ん
で
い
く
の
で
す
。
創
価
学
会
は
、
人
類
の
不

安
や
関
心
を
深
き
価
値
観
へ
と
昇
華
す
る
た
め
に
、
世
界
で
率

先
し
て
行
動
し
て
い
る
一
大
組
織
で
あ
り
ま
す
。

「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ
の
慈
悲
」
を
世
界
へ

　

法
華
経
の
「
一
乗
」
の
教
え
に
含
ま
れ
る
内
な
る
悟
り
は
、

現
代
で
は
次
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
で
し
ょ
う
。

①
内
な
る
人
格
と
外
界
は
相
互
に
関
係
し
て
い
る
。

②
価
値
は
、
生
身
の
肉
体
を
も
っ
た
人
間
が
基
軸
で
あ
る
。

③
価
値
は
、
生
き
た
個
人
の
具
体
的
体
験
を
通
し
て
現
実

化
さ
れ
る
。

④
人
間
と
環
境
は
相
互
に
作
用
す
る
。

⑤
人
間
と
は
、
完
成
へ
と
向
か
う
「
永
遠
の
美
」
の
似
姿

で
あ
る
。

⑥
価
値
は
閉
じ
た
拳
で
は
な
く
、
開
い
た
掌
で
あ
る
。

⑦
宇
宙
は
智
慧
と
慈
悲
を
体
現
し
て
い
る
。

⑧
人
生
の
省
察
と
〔
そ
の
結
果
つ
か
ん
だ
〕
意
義
は
、
泥
池

か
ら
汚
れ
な
く
生
じ
る
清
ら
か
な
白
蓮
で
あ
る
。

⑨
池
田
先
生
自
身
が
、
釈
尊
か
ら
の
偉
大
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
あ
る
。
世
界
中
を
旅
し
て
、
全
民
衆
の
利
益
と
幸
福

の
た
め
に
働
い
て
お
ら
れ
る
。

⑩
釈
尊
は
涅
槃
の
前
に
、
最
後
に
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
の
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地
を
目
に
し
て
、「
人
間
の
生い
の
ち命
は
甘
美
な
も
の
だす
」
と

述
べ
た
。
こ
の
言
葉
と
池
田
先
生
の
思
想
は
響
き
合
う
。

　

池
田
先
生
の
賢
者
の
声
か
ら
流
れ
出
る
智
慧
の
宝
玉
の
数
々

は
、
今
日
の
私
た
ち
の
生
の
リ
ズ
ム
に
働
き
か
け
、
感
化
を
及

ぼ
し
て
い
ま
す
。
池
田
先
生
は
、〔
常
楽
我
浄
の
四
徳
の
う
ち
〕「
我
」

の
徳
を
広
め
る
上
行
菩
薩
の
行
動
の
中
に
〔
そ
れ
に
続
く
〕
自
身

の
使
命
を
見
出
さ
れ
ま
し
た
。
題
目
は
私
た
ち
の
精
神
的
活
力

を
奮
い
立
た
せ
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
国
土
の
安
穏
の
た
め
に

正
法
を
打
ち
立
て
る
べ
く
、『
立
正
安
国
論
』
を
認し

た
ため
ら
れ
ま
し

た
。
人
の
心
を
鼓
舞
す
る
大
聖
人
の
数
々
の
金
言
は
、
甚
深
な

る
「
信
」
の
一
点
に
集
約
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
信
は
唱
題
の
実

践
か
ら
起
こ
り
ま
す
が
、
題
目
に
は
次
の
三
つ
が
「
三
即
一
」

と
し
て
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
①
宇
宙
的
仏
と
し
て

の
釈
尊
②
真
理
の
蓮
華
③
一
切
衆
生
を
成
仏
へ
と
導
き
、
三
界

の
一
切
衆
生
を
幸
福
に
導
く
行
動
で
あ
り
ま
す
。
成
仏
と
は
、

い
か
な
る
環
境
に
あ
ろ
う
と
歓
喜
に
満
ち
た
価
値
あ
る
人
生
を

生
き
る
こ
と
で
す
。
池
田
先
生
の
言
葉
で
申
し
上
げ
れ
ば
、
そ

れ
は
「
生
へ
の
選
択せ
」
で
す
。
池
田
先
生
は
、
私
た
ち
の
感
情

と
知
性
を
蓮
の
清
ら
か
さ
へ
と
変
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
池
田

先
生
は
、
頑
強
で
健
や
か
な
「
菩
提
樹
」
を
育
て
よ
う
と
、
尊

貴
な
る
種
子
を
ま
い
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
法
華
経
の

崇
高
な
道
を
歩
む
人
々
の
行
動
の
な
か
に
「
菩
提
（
悟
り
）」
の

流
れ
が
絶
え
ず
続
い
て
い
く
た
め
で
す
。

　

私
に
と
っ
て
、
法
華
経
と
は
、
創
価
学
会
と
は
、
池
田
先
生

と
は
、
私
た
ち
の
内
な
る
大
草
原
で
あ
り
、
そ
こ
を
旅
し
て
私

た
ち
は
人
に
尽
く
す
こ
と
の
本
質
に
近
づ
い
て
い
く
の
で
す
。

そ
れ
ら
は
多
く
の
価
値
に
光
を
当
て
て
、
私
た
ち
が
つ
ま
ら
な

い
凡
俗
な
人
間
に
な
る
悲
劇
か
ら
救
っ
て
く
れ
ま
す
。
そ
れ
ら

は
、
私
た
ち
を
生
き
生
き
と
さ
せ
て
く
れ
る
触
媒
で
あ
り
、
私

た
ち
を
超
え
た
か
な
た
か
ら
、
そ
し
て
私
た
ち
の
内
側
か
ら
聞

こ
え
て
く
る
現
実
の
声
で
あ
り
ま
す
。

　

創
価
学
会
は
、
文
化
的
相
互
作
用
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
こ
で
は
文
化
へ
の
駆
動
力
や
心
を
込
め
た
価
値
あ
る

仕
事
が
、
覇
権
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
な
ど
の
反
動
的
な
思
想
に

よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
類
社
会
の
行
き

過
ぎ
た
合
理
主
義
、
消
費
主
義
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
内
的
・
精

神
的
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
へ
と
、
そ
し
て
バ
イ
オ
ス
フ
ィ
ア
（
生
物

圏
）
の
拡
大
へ
と
変
換
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
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ン
ジ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
世
界
は
「
快
楽
の
地
で
は
な
く
、

責
任
の
地
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
すそ
。
池
田
先
生
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
は
、
内
的
生
命
の
価
値
に
よ
っ
て
精
神
を
真
に
充
足

さ
せ
、
物
質
的
富
へ
の
と
ど
ま
る
こ
と
な
き
追
求
と
い
う
酸
性

雨
を
和
ら
げ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
世
界
中
に
多
く
の
組
織
を
も

つ
創
価
学
会
は
、
人
類
の
生
活
に
安
定
を
取
り
戻
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
っ
て
自
由
と
公
正
が
両
立
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
宗

教
教
義
の
多
元
性
や
実
在
の
多
様
性
に
敬
意
が
払
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
の
で
す
。
創
価
学
会
が
示
す
の
は
、
す
べ
て
の
生
命
の

聖
性
で
あ
り
、
自
然
の
尊
厳
で
あ
り
、
覚
醒
へ
の
自
覚
で
す
。

そ
う
や
っ
て
、
生
命
の
浜
辺
に
集
う
小
石
た
ち
が
素
晴
ら
し
い

真
珠
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
す
。
創
価
学
会
に

は
、
法
華
経
が
結
び
つ
け
た
多
様
で
豊
か
な
る
渚
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
、
法
華
経
は
我
ら
が
内
な
る
「
意
識
の
大
海
」
な
の
で
す
。

　

池
田
先
生
に
と
っ
て
、
地
球
上
の
民
衆
は
釈
尊
の
大
切
な
仏

子
で
あ
り
ま
す
。
月
は
穏
や
か
な
水
面
に
こ
そ
映
る
よ
う
に
、

仏
は
私
た
ち
の
平
穏
な
心
に
現
れ
て
こ
ら
れ
ま
す
。
題
目
を
唱

え
る
こ
と
で
、
私
た
ち
の
内
な
る
仏
性
が
呼
び
出
さ
れ
ま
す
。

人
は
「
我
慢
無
明
の
旗
」
を
降
ろ
し
「
偏
執
の
杖
」
を
捨
て
てた
、

南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仏
の
す
べ
て
の

果
徳
は
題
目
の
五
字
に
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
そ
れ

を
信
受
す
る
な
ら
ば
、
仏
の
果
徳
を
受
け
取
る
の
で
す
。
ま
っ

す
ぐ
伸
び
な
い
樹
も
、
剪
定
す
れ
ば
、
ま
っ
す
ぐ
生
長
し
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
、
題
目
を
唱
え
れ
ば
、
久
遠
の
仏
の
生
命
が
我
が

身
に
入
っ
て
こ
ら
れ
〔
自
己
の
仏
性
が
伸
び
〕
る
の
で
す
。
法
が

正
し
く
理
解
さ
れ
ず
、
正
し
く
信
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
世
間
は

無
秩
序
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。「
仏
法
は
体
の
ご
と
し
世
間
は
か

げ
の
ご
と
し
体
曲
れ
ば
影
な
な
め
な
りち
」
で
す
。
植
物
の
生
長

に
は
、
土
が
不
可
欠
で
す
。
題
目
は
、
そ
こ
か
ら
「
創
価
」
と

い
う
価
値
の
世
界
が
開
花
す
る
大
地
な
の
で
す
。
太
陽
が
花
を

咲
か
せ
る
よ
う
に
、
題
目
が
心
を
開
花
さ
せ
る
の
で
す
。〔
こ
の

よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
〕
精
神
的
価
値
が
、
人
生
に
美
し
さ
と
彩

り
と
香
り
を
も
た
ら
し
ま
す
。

　

池
田
先
生
に
よ
る
法
華
経
の
解
釈
は
、
覆
い
隠
さ
れ
て
き
た

「
心
の
深
奥
部
」
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。「
法
」
は
体
観
す
る
も

の
で
あ
り
、
理
性
の
光
で
照
ら
さ
れ
た
と
き
、
現
実
に
生
か
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
理
性
は
体
観
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
科
学
は
「
法
」
の
領
域
に
押
し
入
る
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こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

　
「〔
平
和
で
あ
る
と
は
〕
互
い
に
何
の
恐
怖
も
与
え
合
う
こ
と
な

く
、
心
か
ら
信
頼
し
合
い
、
愛
し
合
っ
て
い
け
る
状
態
の
こ
とつ
」

│
そ
の
よ
う
な
平
和
が
当
た
り
前
の
状
態
に
な
ら
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
う
な
っ
て
こ
そ
、
私
た
ち
は
真
に
人
間
ら
し
い
社

会
、
悲
惨
の
二
字
の
な
い
社
会
を
築
い
て
い
け
る
の
で
す
。
こ

の
目
覚
め
は
、
万
人
に
と
っ
て
本
然
の
も
の
で
す
。
法
華
経
は
、

生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ
の
慈
悲
の
行
動
の
道
を
歩
む
よ
う
教

え
ま
す
。
大
乗
仏
教
は
、
欲
望
の
消
滅
を
唱
え
る
の
で
は
な
く
、

貪
欲
を
利
他
的
な
願
望
へ
と
転
換
す
る
よ
う
説
い
て
い
ま
す
。

池
田
先
生
は
、
生
命
の
尊
厳
以
上
の
価
値
は
な
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
池
田
先
生
は
見
事
に
洞
察
さ
れ
て
い
ま
す
。

生
命
が
他
に
か
け
が
え
の
な
い
尊
厳
な
も
の
で
あ
る
と
い

う
意
識
は
、
人
間
が
高
度
な
意
識
能
力
を
も
つ
存
在
と
な

っ
た
当
初
か
ら
、
す
で
に
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
現
実
の
う
え
で
は
常
に
互
い
に
憎
し
み
合
い
、
傷

つ
け
合
う
、
醜
い
生
命
の
葛
藤
の
歴
史
を
歩
ん
で
き
ま
し

た
。
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
自
己
の
生
命
の
働
き
を
、
人
々
を

傷
つ
け
る
よ
う
な
醜
い
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
他
の

生
命
を
慈
し
む
、
美
し
い
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

事
実
の
う
え
で
人
間
生
命
を
尊
厳
な
ら
し
め
る
以
外
に
な

い
と
考
え
ま
すて
。　

　

池
田
先
生
は
、
絡
み
合
っ
た
非
情
の
網
を
破
り
捨
て
、
そ
の

代
わ
り
に
、
価
値
の
花
開
く
世
界
を
織
り
上
げ
よ
う
と
呼
び
か

け
て
お
ら
れ
ま
す
。
人
間
性
中
心
の
天
地
と
な
る
よ
う
、
端
座

し
て
題
目
を
唱
え
観
心
し
ゆ
く
と
き
、
争
い
や
不
和
の
境
涯
も

新
境
地
に
向
か
っ
て
開
放
さ
れ
て
い
く
は
ず
で
す
。〔
そ
の
よ
う

に
〕
新
天
地
へ
と
今
を
超
え
て
い
く
こ
と
が
、
人
類
の
伝
統
で
あ

り
、
責
務
で
も
あ
る
の
で
す
。
池
田
先
生
は
、
新
た
な
ビ
ジ
ョ

ン
で
私
た
ち
を
高
め
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
そ
し
て
〔
私
た
ち
が
な

す
べ
き
こ
と
は
、
日
本
の
古
歌
に
い
う
〕「
い
か
で
こ
の
心
の
ち
り

（
塵
）
を
は
ら
（
払
）
は
ま
し
」

│
ま
さ
に
、
こ
の
こ
と
〔
心
の

浄
化
〕
な
の
で
す
。

邦
訳
に
際
し
て
見
出
し
を
入
れ
た
。〔　

〕
内
は
補
注
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訳
注

（
１
） 

芭
蕉
の
句
の
次
の
英
訳
が
引
か
れ
て
い
る
。“A

h! the grass 
and the w

ind! / A
nd here am

ong these stones / The shadow
 

of a dream
.”

（
お
お
！　

草
よ
、
風
よ
！
／
こ
れ
ら
の
石
た
ち

の
中
に
た
だ
よ
う
／
夢
の
影
よ
）

（
２
） 
中
国
禅
宗
第
六
祖
・
慧
能
の
言
葉
。
佐
藤
悦
成
「
研
究
ノ
ー
ト

『
敦
煌
新
本　
六
祖
壇
経
』
試
訳
㈠
」『
禅
研
究
所
紀
要
』
第
二

十
三
号
、
一
九
九
頁

（
３
） 『
均
如
伝
』
に
は
「
唐
文
如
帝
網
交
羅
、
我
邦
易
読
。
郷
札
似

梵
書
連
布
、
彼
土
難
諳
。」（
唐
の
文
は
、
帝
網
の
交
羅
す
る
が

ご
と
く
、
我
が
邦く

に

に
て
は
読
み
や
す
し
。
郷
札
は
梵
書
の
連
ね

布
く
に
似
て
、
彼
土
に
て
は
諳し

る
こ
と
難
し
）
と
あ
り
、
郷
札

つ
ま
り
自
国
語
で
書
か
れ
た
文
章
が
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
つ
な

が
り
方
に
似
て
い
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
金
文
京
『
漢
文
と

東
ア
ジ
ア

│
訓
読
の
文
化
圏
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、

一
三
三
－
一
三
四
頁
）。
傍
線
は
訳
者
に
よ
る
、
以
下
同
様
。

（
４
） 

韓
龍
雲
「
桐
の
葉
」『
朝
鮮
詩
集
』
金
素
雲
（
訳
編
）、
岩
波
書
店
、

一
九
八
八
年
、
一
六
－
一
七
頁

（
５
） 

馬
鳴
『
佛
所
行
讃
』
巻
第
一
の
生
品
第
一
。「
甘
蔗
之
苗
裔　

釋

迦
無
勝
王　

淨
財
德
純
備　

故
名
曰
淨
飯　

群
生
樂
瞻
仰　

猶

如
初
生
月
」（
大
正
大
蔵
経
第
四
巻
、
一
頁
上
）。
甘
蔗
に
は
イ

ク
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ク
朝
と
い
う
意
味
も
あ
る
。

（
６
） 『
三
國
遺
事
』
巻
三
の
皇
龍
寺
九
層
塔
。「
慈
藏
法
師
西
學
。
乃

於
五
臺
感
文
珠
授
法
…
…
文
珠
又
云
。
汝
國
王
是
天
竺
剎
利
種
。

王
預
受
佛
記
。
故
別
有
因
緣
。
不
同
東
夷
共
工
之
族
」（
大
正

大
蔵
経
第
四
九
巻
、
九
九
〇
頁
下
）。
天
竺
剎
利
種
は
イ
ン
ド

の
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
を
指
す
。

（
７
） 

義
浄
『
大
唐
西
域
求
法
高
僧
傳
』
巻
上
。「
梵
云
矩
矩
吒
㗨
說
羅
。

矩
矩
吒
是
雞
。
㗨
說
羅
是
貴
。
卽
高
麗
國
也
」（
大
正
大
蔵
経

第
五
一
巻
、
二
頁
中
）

（
８
） 『
梵
語
雜
名
』
に
は
、「
高
麗　

畝モ

倶ク

理リ

」
と
表
記
さ
れ
て
い
る

（
大
正
大
蔵
経
第
五
四
巻
、
一
二
三
六
頁
上
）。

（
９
） 

詩
「
永
遠
の
平
和
へ 

人
間
主
義
の
旗
高
く
」『
グ
ラ
フ
Ｓ
Ｇ
Ｉ
』

一
月
号
、
二
〇
〇
一
年
、
二
頁

（
10
） 

九
世
紀
カ
シ
ミ
ー
ル
の
詩
人
・
ア
ー
ナ
ン
ダ
ヴ
ァ
ル
ダ
ナ
の
詩

論
『
暗
示
の
解
明
（D

hvanyāloka

）』
に
対
す
る
ア
ヴ
ィ
ナ
ヴ

ァ
グ
プ
タ
の
註
釈
か
ら
。W

arder, A
. K

. Indian K
āvya 

Literature  Vol.4  

（D
elhi: M

otilal B
anarsidass Publishers, 

1983 /1994

）
を
参
照
。

（
11
） 『
法
華
経
の
智
慧
』
第
一
巻
、
聖
教
新
聞
社
刊
、
一
九
九
九
年
、

二
七
頁
。
ヘ
ッ
セ
の
引
用
は
、
三
浦
靱
郎
（
訳
編
）『
生
き
る

こ
と
に
つ
い
て　

ヘ
ッ
セ
の
言
葉
』
社
会
思
想
社
よ
り
。

（
12
）
小
説
『
人
間
革
命
』
第
二
巻
「
地
涌
」
の
章

（
13
） 

中
村
元
『
中
村
元
選
集
〔
決
定
版
〕　

第
12
巻 

ゴ
ー
タ
マ
・
ブ

ッ
ダ
Ⅱ　

原
始
仏
教
Ⅱ
』
春
秋
社
、
一
九
九
二
年
、
一
九
九
頁

（
14
） 

Ａ
・
Ｊ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
博
士
と
の
対
談
集
の
英
語
版
書
名
が

C
hoose Life

で
あ
る
。

（
15
） 

ガ
ン
ジ
ー
は
、「
イ
ン
ド
を
責
任
の
地
（karm

abhum
i

）
と
思

わ
な
い
か
」
と
の
投
書
に
対
し
て
、「
本
来
イ
ン
ド
は
責
任
の

地
で
あ
り
、
快
楽
の
地
（bhogabhum

i

）
と
区
別
さ
れ
る
」
と
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回
答
し
て
い
る
。The C

ollected W
orks of M

ahatm
a G

andhi 
Vol.30 (N

ew
 D

elhi: Publications D
ivision, G

overm
m

ent of 
India, 1999), pp. 173-175. (Electronic B

ook)　

（
16
） 

創
価
学
会
版
『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』
に
「
慢
の
は
た
ほ
こ

（
幢
）
を
た
を
（
倒
）
し
忿い

か

り
の
杖
を
す
て
て
」（
四
六
三
頁
）

と
あ
る
。

（
17
）『
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
』
九
九
二
頁

（
18
） 

Ａ
・
Ｊ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
と
の
対
談
集
『
二
十
一
世
紀
へ
の
対

話
』、
聖
教
新
聞
社
刊
『
池
田
大
作
全
集
』
第
三
巻
、
三
八
三

頁

（
19
） 

前
掲
『
二
十
一
世
紀
へ
の
対
話
』、『
池
田
大
作
全
集
』
第
三
巻
、

六
四
七
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
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
生
ま
れ
。
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
。
イ
ン
ド
上
院
議
員
、
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
、「
パ
ド
マ
・
ブ
ー
シ
ャ
ン
勲
章
」
が
贈
ら
れ
た
。


