
法
師
 
(
d
h
a
r
m
a
b
h
a
n
a
k
a
)
 

に

つ

い
て

-
初

期
大
乗
輕
典

の
作
者
に
關
す
る
試
論
-

静

谷

正

雄

法
華
経
を
讃
む
と
、

法
師
品
と
法
師

功
徳
品

が
特
に
設
け
ら

れ
て
、
法
華
経

を
受
持

・
讃
論

・
解
説
す
る
人
を

「
法
師
」

と
呼
び
、

そ

の
人

の
受
く

べ
き
功

徳

の
大
な
る
こ
と
が
、
甚
だ
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
か

ゝ
る
法
師

こ
そ

一

切
世
間

が
尊
敬
す

べ
き

「
如
來

の
使
」

で
あ
り
、

大
菩
薩

と
構
す

べ
き
人

々
で

あ
り
、
如
來

と
等
し
く
見
て
供
養
恭
敬
す

べ
き
存
在

で
あ
る

こ
と
、
か

ゝ
る
法

師

に
師
事
受
學
し

て
こ
そ
、

速
か
に
菩
薩
道
を
完
成
し
得
る

こ
と
、

が
説
か
れ

る
。
さ

て
こ
の
こ
と
は
、

経
典

の
成

立
を
考
え
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
、

法
華
を

製
作
し
、
宜
傳
し
た
人

々
が
、

自
ら
を
法
師
と
呼
び
、

自
分
た
ち
法
師

こ
そ
正

法

の
開
添
者
、

眞

の
佛
弟

子
で
あ
り
、

奮

い
佛

數
に
樹
す
る
新
し

い
佛

數

の
數

示
者

で
あ
る
、

と
強
く
自
負

し
て
い
た
こ
ど
を
物
語

る
も

の
と
解
さ
れ
る
。

と

こ
ろ
で
法
華
・は
初
期
大
乗
の
代
表
的
経
典

の

一
つ
で
あ
る
。

す
る
と
大
乗
を
興

起
せ
し
め
た

の
は
、

い
か
な

る
人

々
で
あ

つ
た
か
を
考

え
る
場
合
、

法
華

の
製

作
者

・
宣
傳

者
で
あ

つ
た
と
思
わ
れ
る

「
法
師

」

へ
の
槍
討

は
、

か
な
り
重
要

な
意
味
を
持

つ
て
く

る
も

の
と
豫
想
せ
ら
れ
る
。

さ
て
法
華

の
法
師

品
や
法
師

功
徳
品
に
現
れ
る
法
師

の
原
語
は
 
d
h
a
r
m
a
b
h
a
n
a
k
a
 

で
あ
る

が
、

こ

の
他

に
律
や
阿
含

で
通
例

「
法
師
」
、「
説
法
師

」
と
漢
課

さ
れ
る
原
語
に
 
d
h
a
rm
a
-

k
a
th
i
k
a
 
が
あ

る
。
b
h
a
n
a
k
a
 も
 
k
a
t
hik
a
 も
、

共

に

「話
す

」
、
「
語
る
」

と

い
う

意
味

の
語
根
 

b
h
a
n
 及
び

く
 k
a
t
h
 
か
ら
き

た
語

で
、

從

つ
て

一
寸

考

え
る

と
、
同

一
の
も

の
に
封
す

る
異
構

と
解
す

べ
き
よ
う

で
あ

る
。
し

か
し

い
ろ

い
ろ
調
べ
て
み
る
と
、
そ
う

は
言
え
な

い
黙

が
あ

る
。
す
な

わ

ち
 
d
h
a
-

rm
a
b
h
a
n
a
k
a
 
は

大
乗
輕
典
に
限

つ
て
現
れ
、
律

や
阿
含
に
は
出

て
こ
な

い
よ

う
だ
。

漢
謬

の
律

に
持
律
、

坐
輝
な
ど
と
並
べ
墨
げ

る
法
師

の
原
語
は
、

パ

ー

り
律

に
照
せ
ば
 
d
h
a
m
m
a
k
a
t
h
i
k
a
 
で

あ
り
、

パ
ー
リ

の

ニ
カ
ー
ヤ
や
律

で

は
、
b
h
a
n
a
k
a
 の
語
は
見
え
て
も
、

d
h
a
m
m
a
b
h
a
n
a
k
a
 な
る
語
は
見
當
ら

ぬ
。

そ
し
て
 
d
h
a
rm
a
b
h
a
n
a
k
a
 が
、
小
乗

の

ニ
カ
ー
ヤ
や
律
に
姿

を
見

せ

な

い
と
同
様

に
、
d
h
a
r
m
a
k
a
t
h
i
k
a
 
は

大
乗
経
典

に
殆
ど
姿
を
見
せ
な

い

の

で
あ
る
。
今

し
ば

ら
く
 
d
h
a
r
m
a
b
h
a
n
a
k
a
 
の

使
用
例

を

法
華
以
外

の
大
乗

経
典

に
追
求

し
て
み
る

と
、
ま
ず
梵
本

の
あ
る
も

の
で
は
、
小
品

・
大
品

の
爾

般
若
、
大
蜜
積
の
迦
葉
品
、
華
嚴
の
十
地
輕
、
大
乗
的
佛
傳
 
L
a
l
i
t
a
 
v
i
s
t
a
r
a
、

中
期
大
乗
経
典

の
金
光
明
経
、

樗
伽
経
な
ど

に
そ
の
使
用
例
を
見
出
す
。

般
若

で
は
常
喘
菩
薩
品

に
度

々
出

て
く
る
が
、

そ
の
邊
り
を
讃
む

と
、
法
師
は
般
若

の
數

示
者

で
あ

つ
て
、
恭
敬
を

つ
く
す
べ
き

こ
と
が
説

か

れ
、

そ

の
直

後

に

登
場
す

る
法
上
菩
薩
は
、

大
衆
に
園
ま
れ
て
高
座
に
坐

し
、
傍
ら

に
般
若

の
経

雀
を
置

い
て
、

そ
の
深
義
を
説
き
去
り
説
き

來
る
と
い
う
、

ま

さ
し
く
法
師

の

典
型

と
し
て
叙
述

さ
れ
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
般
若

が
法
師

の
所
説
た
る

は
、

大
寳
積

の
迦
葉
品

に
も
示
さ
れ
、

そ

こ
で
は
法
と
法
師
を
敬
重
す
る

こ
と

が
般
若
波
羅
蜜
を
成
就
す
る
四
種
法

の
第

一
に
掲
げ

ら
れ
て
い
る
。

ま
た

こ
の

d
h
a
m
a
b
h
a
n
a
k
a
 

の
チ
ベ

ツ
ト
鐸

は
常
に
 
c
h
o
s
-
s
m
r
a
-
b
a
 

で
あ
り
、

こ
れ

に
獨
し
 
d
h
a
r
m
a
k
a
t
h
i
k
a
 

は
 
c
h
o
s
-
s
g
r
o
g
s
-
p
a
 

と
課
さ

れ
て
、
そ

の
間
に

匠
別
が
な

さ
れ

て
い
る

が
、
前
者

の
使
用
例

を
、

チ
ベ
ツ
ト
課
を
も

つ
他

の
大

乗
経
典

に
求
め
る

と
、
更

に
多
く

の
用
例
を
見
出
し
得
る
。

そ
の
興
味
あ
る
例

を
墨
げ
る
と
、
般
舟
三
味
経
に
般
舟
三
昧
の
數
示
者
と
し
て
現
れ
る
師
あ
る
い

は
法
甑

は
、
そ

の
チ
ベ
ツ
ト
謬
に
 
c
h
o
s
-
s
m
r
a
-
b
a
 

富

と
あ
る
。

ま
た
賢
劫
輕
巻

三

の
、
阿
閤

の
前
生

た
る
轉
輪
聖
王
を
數
化
し
た
法
師
 
(
彌
陀

の
前

生
)
 も
、

法
師
に

つ
い
て
 
(
d
h
a
r
m
a
b
h
a
n
a
k
a
)
 

(
静

谷
)
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法
師

に
つ

い
て
 
(
d
h
a
r
m
a
b
h
a
n
a
k
a
)
 

(
静

谷
)

決
定
総
持
経

の
、
過

去
世
に
前

生
の
彌
陀
を
數
化
し
た
と
い
う
法
師
 
(
阿
閾

の

前

生
)
 も
、

そ

の
チ
ベ

ツ
ト
課

は
 
c
h
o
s
-
s
m
r
a
-
b
a
 

で
あ

つ
て
、
そ

の
原
語

が

d
h
a
r
m
a
b
h
a
n
a
k
a
 

で
あ

つ
た

こ
と

を

示
す
。

こ
の
他
大
寳
積

の
郁
伽
長
者

會
、

無
垢
施
菩
薩
鷹
辮
會
等

に
出
る
法
師
も
同
様
で
あ
る
。

以
上
煩
わ
し
く
塞

げ
た
ど

の
経
典
も
、

金
光

明
や
樗
伽
を
除

い
て
は
何
れ
も
皆
初
期
大
乗

の
代
表

的
経
典
で
あ
る
が
、
齊

し
く
法
師
を
以

て
そ

の
受
持
。

讃
講
。
解
説
者
と
な
し
、

最
大
級

の
讃
辮

と
権
威
を
彼
ら

に
蹄
し

て
い
る
。

こ

の
黙

か

ら
私
は
、
d
h
a
r
-

m
a
b
h
a
n
a
k
a
 が
法
華

の
み
な
ら
ず
、
初
期
大
乗
輕
典

の
殆
ど
す

べ
て

の
製
作
、

宜
噂
に
主
導

的
な
役
割
を

つ
と
め
た

も

の
と

推
測

す

る
。

諸
種

の
大
乗
経
典

は
、

い
わ
ば

法
師

の
傳
道
文
學

で
あ
り
、

大
乗
蓮
動

は
法
師

に
よ

つ
て
展

開
さ

れ
て
き
た
と
も

い
え
よ
う
。

か
く
 
d
h
a
r
m
a
b
h
a
n
a
k
a
 

と
 d
h
a
rm
a
k
a
th
ik
a
。

と
は
佛
典

の
上
の
現

れ
方
が
全
く
異
る
か
ら
、

た
と
え
同

じ
意
味

の
語
根
に
由

來
し
、
同

じ
法
師
と
漢
謬
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
の
職
能
、

抱
懐
す
る
思
想
、

獲
生
し
た
歴
史
的
事
情

は
、
大
き
な
経
庭
が
あ

つ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

こ
れ
は

イ
ソ
ド

の
金
石
文

に
照
ら
し
て
も
、

疑

い
得

な

い
よ
う

で

あ

る
。
す

な

わ

ち

d
h
a
r
m
a
k
a
t
h
i
k
a
 

の
構
を
用

い
る
比

丘
の
存
在
は
、
す

で
に
前

二
世
紀

の
サ

ー
ソ
チ
ー
銘
文
よ
り
知
ら
れ
、

後

二
・
三
世
紀

の
數

個
の
銘
文
も
、

佛
陀
伽
耶
、

マ
ッ
ラ
ー
、
あ
る

い
は
南

イ
ソ
ド

の
ナ
ー
ガ

ー
ル
ジ

ュ
ニ
コ
ソ
ダ

で
、
そ
れ
が

存

在
し
た
こ
と
を
示
す
。

殊
に
最
後

の
場
合
は
そ

の
比
丘
が
化
地
部

の
檜
伽

に

属

し
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
に
反

し

て
 
d
h
a
rm
a
b
h
a
n
a
k
a
 の
禰

呼

は
、
私

の
見
た
範
園

で
は
、

グ
プ
タ
以
前

の
銘

文
に
は
全
く
見
當
ら

ぬ
。
そ

こ
で
こ
う
し

た
事
實
か
ら
、
d
h
a
r
m
a
k
a
t
h
i
k
a
 

は
極

め
て
古

い
起
源
を
持
ち
、

部

派
の
數
團
内
に
あ

つ
て
も
引
績
き
重
要
性
を
認

め
ら
れ

て
い
た

の
に
勢
し
、

d
h
a
r
m
a
b
h
a
n
a
k
a
 

は
新
し
く
生
れ
た
稻
呼
で
あ

り
、

部
派
數
團

か

ら

は

異

端

と
ま

で
ね
さ
れ
な

く
と
も
、

正
統

と
は
見
な

さ
れ
ず
、

ま
た
金
石
文
に
そ

の

跡
を
留
め
る
程

の
根
強

い
長

い
歴
史
と
廣

汎
な
勢
力
圏

を

確
立

で

き

な

い
中

に
、
そ

の
構
呼

の
使
用
が
次
第
に
減
少
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
ダ

ル
マ
の
な

い
 
b
h
a
n
a
k
a
 

の
語

は
パ

ー
リ
佛

典
に
見
え
、
南

傳
大
藏
輕
で
は

「
讃
講
者
」

と
和
課
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
語
を
比

丘
が
稻
呼
と
し

て
用

い
た
例
は
、
前

二
世

紀

の
バ

ー
ル
フ
ー
ト
銘
文

に
見
出
さ
れ
、

後

一
世
紀

の
拘
ー
ル
リ
ー
窟
院
銘
文

は
法
上
部

の
僧
が
こ
の
構
呼
を
用

い
て
い
た

こ

と

を

示

す
。

銘
文
解
讃
者

は

p
r
e
a
g
e
r
 

と
課

し
た
が
、
B
.
M
.
 
B
a
r
q
a
 

氏

は

ミ
リ
ン
ダ
問
輕
に
 
d
h
a
m
-

m
a
k
a
t
h
i
k
a
 
と
並
べ
て
 
D
i
g
h
a
-
b
h
a
n
a
k
a
,
 
M
a
j
j
h
i
m
a
-
,
 
S
a
m
y
u
t
t
a
-
,

A
n
g
u
t
t
a
r
a
-
,
 
K
h
u
d
d
a
k
a
-
,
 
J
a
t
a
k
a
-
 
な
る

語

が
列
塁
さ
れ
て

い
る
貼

を

指
摘
し
て
、
r
e
p
e
a
t
e
r
 
と
課
す
べ
き
を
主
張
し
た
 
(
J
P
A
S
B
,
 
X
I
X
,
 
1
9
2
3
,

p
p
.
 
3
4
9
f
f
.
)
。
p
r
e
a
c
h
e
r
 
の
面
を
全
く
鉄

い
て
い
た
か
ど

う

か

は
措

い
て
、

讃
論

が
そ

の
專
門

の
職
能

で
あ

つ
た
と
見
る

の
は
正
し

い
よ
う

で
、
d
h
a
r
ma
-

k
a
t
hik
a
 同
様
古

い
起
源
を
持

つ
が
、

讃
謡
と

い

つ

て
も

平
板
な
調
子

で
な

く
、
督

樂
的
な
形
式
と
律
調
を
以

て
聴
者

に
深

い
感
銘
を
與

え
る
と

い
う
よ
う

な
場
合
も
あ

つ
た
ら
し

い
。
四
分
律
、

五
分
律

に
法
師
、

持
律
な
ど
と
並
塁
さ

れ
る
唄
匿
は
讃
嘆

の
義
に
解

さ
れ
る
が
、
b
h
a
n
a
k
a
 

の
音
窩

で

あ

ろ
う
。

法

華

経

の
五
百
弟
子
受
記
品
に
は
富
樓

那
を
 
d
h
a
r
m
a
k
a
t
h
i
k
a
 

の
第

一
人
者
と

讃

め
て

い
る
。

こ
の
語
が
大
乗
輕
典

に
現

れ
る
珍

し

い
例
だ

が
、
羅
什
は

「
説

法
人
」
と
課

し
て
法
師
と
匿

別
し
て

い
る
。

法
華

に
お
け

る
こ
の
二
つ
の
語

の

用

い
方
は
、
爾
者

の
數
化
法
、

思
想
的

立
場

の
相
違
を

示
す
。

法
華
を
始
め
初

期
大
乗
纒
典

の
制
作

・
宣
傳

に
從

つ

た
 
d
h
a
r
m
a
b
h
a
n
a
k
a
 

は
、
大
衆

の
教

化
に
當

つ
て
は
ま
ず
輕
典
を
讃
論
し
、
次

い
で
解
説
す

る
方
法
を
探

つ
た
も

の

で
あ
ろ
う
。

讃
論

と
い
う
黙

で
彼

ら
は
奮

い
 
b
h
a
n
a
k
a
 

の
構
呼
を
探
用
し
た

よ
う
だ

が
、
新
た
に
ダ

ル
マ
の
語
を
冠

し
た
裏

に
は
、

大
き
な
歴
史
的
宗

教
酌

理
由

が
潜

ん
で
い
る
か
も
知

れ
な

か
。
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