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中
国
語
世
界
に
お
け
る
経
典

ジ
ェ
ロ
ー
ム
・
デ
ュ
コ
ー
ル

　

中
国
語
世
界
に
お
け
る
仏
教
の
同
化
は
、
世
界
に
ほ
と
ん
ど

類
を
み
な
い
独
特
な
イ
ン
ド
文
化
を
受
容
す
る
と
い
う
出
来
事

で
あ
り
、
何
を
お
い
て
も
ま
ず
は
イ
ン
ド
の
テ
キ
ス
ト
を
翻
訳

す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
ら
れ
た
。
西
暦
の
初
頭
に
中
国
に
到
着

し
た
最
初
の
伝
道
師
た
ち
が
目
の
当
た
り
に
し
た
の
は
、
実
に

豊
か
な
文
書
群
を
備
え
た
、
少
な
く
と
も
イ
ン
ド
文
明
と
同
じ

く
ら
い
に
洗
練
さ
れ
た
中
国
文
明
で
あ
っ
た
。
翻
訳
が
企
て
ら

れ
着
手
さ
れ
た
が
、
こ
の
試
み
は
最
初
か
ら
重
大
な
問
題
に
ぶ

つ
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
中
国
語
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
っ
た
。

表
意
文
字
で
あ
る
こ
と
、
動
詞
の
活
用
や
語
形
変
化
も
な
い
と

い
う
点
で
、
中
国
語
は
、
完
璧
な
文
法
を
も
つ
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
と
は
正
反
対
の
位
置
に
あ
る
言
語
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
中

国
哲
学
の
概
念
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
仏
教
概
念
を
翻
訳
す
る

難
し
さ
に
つ
い
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
、
イ
ン

ド
の
仏
教
テ
キ
ス
ト
の
中
国
語
へ
の
移
行
が
、
仏
典
を
大
規
模

に
翻
訳
し
た
も
う
一
つ
の
主
要
な
言
語
で
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
語
の

場
合
と
ど
れ
ほ
ど
対
極
的
で
あ
っ
た
か
を
強
調
で
き
る
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
経
典
は
、
先
行
文
献
が
ま
っ
た

く
な
い
状
況
で

─
そ
の
大
部
分
は
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か

け
て

─
ゼ
ロ
か
ら
つ
く
ら
れ
た
か
ら
で
あ
るあ
。
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つ
ま
る
と
こ
ろ
、︹
こ
う
し
た
事
情
を
知
れ
ば
︺
驚
く
に
当
た
ら

な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
中
国
語
へ
の
翻
訳
は
、
八
世
紀
以
上
の

長
き
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
例

え
ば
法
華
経
の
場
合
の
よ
う
に
、
何
度
も
訳
し
直
さ
れ
た
テ
キ

ス
ト
も
い
く
つ
か
あ
っ
たい
。
こ
こ
で
は
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
触

れ
る
ゆ
と
り
は
な
い
。
と
は
い
え
、フ
ラ
ン
ス
語
圏
の
読
者
に
は
、

ポ
ー
ル
・
ド
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
の
見
事
な
研
究
書
﹃
古
代
イ
ン
ド

︵L’Inde classique

︶﹄
を
自
由
に
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

恩
恵
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
本
書
の
中
で
、
偉
大
な
中
国
学
者

で
あ
っ
た
ド
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
は
、
中
国
経
典
の
内
容
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
翻
訳
の
歴
史
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
るう
。

「
古
訳
」
か
ら
「
旧
訳
」「
新
訳
」
の
時
代
へ

　

そ
こ
で
、
翻
訳
の
歴
史
が
大
き
く
三
つ
の
時
代
に
区
分
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
第
一
は
﹁
古
訳
﹂
の
時

代
で
あ
り
、
訳
語
選
択
の
際
の
模
索
が
往
々
に
し
て
み
ら
れ
た
。

例
え
ば
、
仏
教
の
基
本
目
的
で
あ
る
﹁
悟
り
︵bodhi

︶﹂
は
、
中

国
の
基
本
原
理
で
あ
る
﹁
道
︵dao

︶﹂
と
い
う
言
葉
に
訳
さ
れ
た

が
、
混
同
を
避
け
る
た
め
、﹁
菩
提
︵puti

︶﹂
と
い
う
中
国
語
へ

の
︹bodhi

の
︺
音
写
が
選
択
さ
れ
た
場
合
も
あ
っ
た
。
こ
の
時
代

は
、
一
七
九
年
に
支し

婁る

迦か

讖せ
ん

に
よ
っ
て
訳
さ
れ
た
﹃
般は
ん

舟じ
ゅ

三
昧

経
﹄

─
現
前
に
諸
仏
を
観
る
こ
と
が
で
き
る
瞑
想
︵
三
昧
︶
を

説
く
経

─
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
こ
の
訳
本
は
概
し
て
大
乗

仏
教
に
お
け
る
最
も
早
い
時
代
の
資
料
の
一
つ
と
い
え
る
。
ま

た
こ
の
時
代
、
二
八
六
年
に
竺
法
護
に
よ
る
法
華
経
の
訳
が
現

れ
た
が
、
こ
の
訳
に
不
明
瞭
な
点
や
誤
訳
が
な
い
と
は
い
え
な

か
っ
た
。

　

第
二
の
時
代
は
、
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
幕
が
開
い
た
﹁
旧
訳
﹂

時
代
で
あ
る
。
鳩
摩
羅
什
は
、
今
日
ま
で
使
わ
れ
て
い
る
重
要

な
訳
本
を
い
く
つ
も
訳
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
四
〇
二
年
の
﹃
仏

説
阿
弥
陀
経
﹄
や
﹃
維
摩
経
﹄、
も
ち
ろ
ん
四
〇
六
年
の
﹃
妙
法

蓮
華
経
﹄
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
鳩
摩
羅
什
は
、
歴
史
上
、
彼
が

中
国
に
導
入
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
中
観
派
の
基
本
文
献
の
訳

者
で
も
あ
っ
た
。
彼
に
よ
っ
て
、
中
国
独
自
の
各
仏
教
学
派
発

展
の
端
緒
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
鳩
摩
羅
什
は
遠
慮
す
る
こ

と
な
く
、
し
ば
し
ば
驚
く
ほ
ど
の
自
由
さ
で
翻
訳
に
当
た
っ
た
。

そ
の
結
果
、
彼
の
流
麗
な
文
体
は
、
今
な
お
、
仏
教
の
領
域
を

超
え
て
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
鳩
摩
羅
什
と
同
時
代
の
人
で
あ
り
、
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ラ
イ
ヴ
ァ
ル
で
も
あ
っ
た
仏
陀
跋ば
っ

陀だ

羅ら

︵
覚
賢
︶
は
、﹃
大だ
い
は
つ般
泥な
い

洹お
ん

経
﹄︵
四
一
七
︱
四
一
八
︶
と
﹃
華
厳
経
︵
六
十
華
厳
︶﹄︵
四
一

八
︱
四
二
〇
︶
を
訳
し
た
。
ま
た
、
こ
の
時
代
に
は
、
パ
ー
リ
経

典
の
五
部
︵
五
種
のN

ikāya

ニ
カ
ー
ヤ=

集
成
さ
れ
た
教
説
︶
の
内
の

最
初
の
四
部
に
相
当
す
る
阿
含
︵Āgam

a

ア
ー
ガ
マ=

伝
承
さ
れ
た

教
説
︶
経
典
類
が
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
か
ら
漢
訳
さ
れ
たえ
。

　

最
後
の
第
三
の
時
代
は
、
玄
奘
に
よ
っ
て
開
幕
し
た
﹁
新
訳
﹂

の
時
代
で
あ
る
。
六
四
五
年
、
イ
ン
ド
へ
の
長
旅
か
ら
帰
っ
て

き
た
こ
の
中
国
人
は
、
そ
れ
ま
で
の
翻
訳
を
専
門
的
な
語
彙
に

よ
っ
て
体
系
的
に
改
訂
す
る
こ
と
に
着
手
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

彼
の
訳
は
、
殊
に
そ
の
厳
密
さ
に
お
い
て
名
高
い
。
そ
の
点
で

と
り
わ
け
有
名
な
の
が
、
極
東
に
お
い
て
小
乗
に
つ
い
て
の
真

の
百
科
事
典
と
さ
れ
て
い
る
世
親
の
﹃
阿あ

毘び

達だ
つ

磨ま

倶く

舎し
ゃ

論
﹄
の

訳
︵
六
五
一
︱
六
五
四
︶
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
玄
奘
に
よ
る
偉
大

な
る
編
纂
書
﹃
成
唯
識
論お
﹄
の
訳
業
︵
六
五
九
︱
六
六
〇
︶
も
あ

り
、
こ
れ
は
中
国
に
お
け
る
瑜ゆ

が伽
行
派
︵
唯
識
派
︶
に
と
っ
て
の

基
本
文
献
と
な
っ
て
い
る
。
玄
奘
の
訳
の
い
く
つ
か
は
、
そ
れ

以
前
の
訳
を
押
し
の
け
た
。
例
え
ば
、
有
名
な
﹃
般
若
心
経
﹄

の
場
合
は
、
鳩
摩
羅
什
訳
で
は
な
く
、
玄
奘
訳
が
今
日
で
も
読

No Image

鳩摩羅什の出身地・クチャの「亀茲石窟研究所」の前庭にある「若き羅什像」（像の高さ２ｍ、台座
は１ｍ）。眼前のキジル千仏洞は中国新疆ウイグル自治区きっての仏教美術の宝庫であり、いにしえ
の亀茲国の仏教繁栄をしのばせる
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誦
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
逆
の
現
象
も
あ
り
、
玄
奘
が
訳
し

た
と
さ
れ
る
﹃
称
讃
浄
土
仏
摂し

ょ
う
じ
ゅ受
経
︵
称
讃
浄
土
経
︶﹄
が
鳩
摩

羅
什
訳
の
﹃
仏
説
阿
弥
陀
経
﹄
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
決
し

て
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
続
く
八
世
紀
に
は
、
極
東
に

お
け
る
密
教
の
基
本
的
な
テ
キ
ス
ト
が
翻
訳
さ
れ
た
。
例
え
ば
、

善
無
畏
に
よ
る
﹃
大
日
経
﹄︵
七
二
四
︱
七
二
五
︶
で
あ
り
、ま
た
、

不
空
に
よ
る
﹃
金
剛
頂
経
﹄︵
七
五
三
︶
や
﹃
理
趣
経
︵
般
若
理
趣

経
︶﹄︵
七
七
一
︶
な
ど
で
あ
る
。

　

最
後
に
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
漢
訳

は
、
文
官
の
事
務
局
を
通
し
、
公
的
な
体
制
で
実
施
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
数
十
名
の
﹁
翻
訳
者
﹂
の
内
の
幾
人
か
に

つ
い
て
は
上
に
挙
げ
た
が
、
翻
訳
者
も
、
通
訳
、
訳
文
の
推
敲
者
、

書
記
や
校
閲
者
な
ど
数
多
く
い
た
他
の
官
員
た
ち
を
含
む
一
連

の
鎖
の
一
つ
の
輪
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景
を
知
れ

ば
、
な
ぜ
中
国
的
な
綿
密
な
や
り
方
で
文
献
目
録
が
作
ら
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
書
誌
的
な
詳
細
や
年
代
学
的
な
基
礎
指
標

─

イ
ン
ド
の
原
典
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
も
あ
る

─
が
わ
か

る
よ
う
に
さ
れ
た
の
か
も
理
解
で
き
る
。

「
義
に
依
り
て
語
に
依
ら
ざ
れ
」
な
ど
四
基
準

　

さ
ら
に
付
け
加
え
る
と
、
中
国
語
の
仏
教
経
典
に
は
、
か
な

り
の
影
響
力
を
も
っ
た
疑
経
が
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
るか
。
中

で
も
﹃
首し

ゅ

楞り
ょ
う

厳ご
ん

三
昧
経
︵
首
楞
厳
経
︶﹄
に
は
、
鳩
摩
羅
什
訳
︵
四

〇
八
︶
も
含
め
数
種
の
正
式
な
訳
が
あ
る
が
、
最
も
広
ま
っ
た
の

は
、
主
と
し
て
中
国
唐
時
代
の
宰
相
・
房
融
の
協
力
に
よ
っ
て

七
〇
五
年
に
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
るき
。
ま
た
、﹃
大
乗
起
信
論
﹄

も
有
名
で
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
か
な
り
前
か
ら
、
こ

れ
が
イ
ン
ド
の
学
匠
・
馬
鳴
の
著
作
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な

く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
二
つ
の
＂
漢
訳
＂
が
出
て
い
る
。

No Image

玄
奘
三
蔵
像
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鎌
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５
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９
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経
典
を
積
ん
だ
笈
を
背
負
っ
て
い
る
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こ
れ
ら
の
疑
経
が
仏
教
聖
典
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、

ま
っ
た
く
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
仏
教
原
典
の

解
釈
学
に
お
け
る
四
基
準く
の
一
つ
が
、
言
葉
そ
の
も
の
よ
り
も

書
か
れ
て
い
る
内
容
を
優
先
す
る
︵
義
に
依
り
て
語
に
依
ら
ざ
れ
︶

と
い
う
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
テ
キ
ス
ト
の
翻
訳
作
業
が
終
了
し
た
と
き
、
中
国
語

の
仏
教
大
蔵
経
は
、
千
六
百
以
上
の
訳
本
を
含
み
、
そ
れ
は
二

十
世
紀
の
初
頭
に
日
本
で
出
版
さ
れ
最
も
普
及
し
て
い
る
﹁
大

正
新
脩
大
蔵
経
﹂
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
経

︵N
o.1-847

︶、
密
教
︵N

o.848-1420

︶、
律
︵N

o.1421-1504

︶、
論

︵N
o.1505-1692

︶
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
大

正
大
蔵
経
に
は
、
イ
ン
ド
の
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る
中
国
に
お
け

る
注
釈
の
大
部
分
︵N
o.1693-1850

︶
や
、
中
国
や
日
本
で
書
か

れ
た
仏
教
書
、
歴
史
的
・
書
誌
学
的
な
研
究
書
な
ど
も
大
量
に

含
ま
れ
て
い
る
。

　

伝
統
的
に
、
経
典
は
﹁
十
種
法
行
﹂︵
書
写
、
供
養
、
流
伝
、
諦
聴
、

自
読
、
憶
持
、
広
説
、
口
誦
、
思
惟
、
修
行
︶
の
対
象
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
修
行
だ
け
で
な
く
、
経
典
の
保
存

や
伝
播
に
つ
い
て
の
行
も
含
ま
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仏
教

徒
た
ち
は
万
人
を
救
い
た
い
と
熱
願
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
中
国
の
仏
教
徒
た
ち
は
、
唐
朝
以
降
、
躊
躇
な
く
石
碑

に
経
典
全
体
を
彫
り
込
ん
だ
り
、
木
版
に
よ
る
印
刷
法
を
開
発

し
た
の
で
あ
るけ
。

　

ま
た
、
経
典
に
対
す
る
信
仰
的
な
側
面
は
、
回
転
式
書
架
で

あ
る
﹁
輪
蔵
︵
転
輪
蔵
︶﹂
の
製
作
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
経
典
の
保
存
を
目
的
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
回
転
さ
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
功
徳
を
得
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ

ト
の
有
名
な
﹁
マ
ニ
車
︵
摩
尼
車
︶﹂
に
少
し
似
て
い
るこ
。

　

漢
訳
大
蔵
経
の
初
の
完
本
は
九
七
一
年
か
ら
九
八
三
年
に
か

け
て
刊
行
さ
れさ
、
引
き
続
き
、
一
八
世
紀
ま
で
に
別
の
八
つ
の

完
本
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
も
、
一
二
三
六
年
か
ら
一
二

五
一
年
に
か
け
て
朝
鮮
の
高
麗
王
朝
の
も
と
で
刊
行
さ
れ
た
﹁
高

麗
大
蔵
経
﹂
は
注
目
に
値
し
、
日
本
の
大
正
大
蔵
経
の
底
本
と

な
っ
た
。
そ
の
八
万
千
三
百
五
十
枚
の
版
木
は
現
在
も
韓
国
の

海
印
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
近
年
出
版
さ
れ
た
現

代
版
の
一
つ
と
し
て
、
二
〇
〇
四
年
に
北
京
で
出
版
さ
れ
た
﹁
中

華
大
蔵
経
﹂
が
あ
る
。
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注︵
１
︶ ︵
訳
注
︶
チ
ベ
ッ
ト
文
字
な
ら
び
に
チ
ベ
ッ
ト
古
典
語
そ
の
も

の
が
、
仏
典
翻
訳
を
目
的
に
、
梵
語
系
文
字
と
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
を
参
照
し
て
、
七
世
紀
ご
ろ
つ
く
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

︵
２
︶ R

obert, Jean-N
oël : Le Sûtra du Lotus (1997), pp. 14-21. 

︵
３
︶ D

em
iéville, Paul: « Les sources chinoises »; L’Inde clas-

sique: m
anuel des études indiennes, t. 2 (1953), pp. 398-463. 

R
pr. D

em
iéville, Paul: C

hoix d’études bouddhiques (1973), 
pp. 157-222.

︵
４
︶ ︵
訳
注
︶
漢
訳
の
阿
含
経
に
は
長
・
中
・
雑
・
増
一
の
四
阿
含

が
あ
る
。﹃
長
阿
含
経
﹄
は
パ
ー
リ
語
経
典
の
﹁
長
部
﹂︵
デ
ィ
ー

ガ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︶
に
対
応
し
、﹃
中
阿
含
経
﹄
は
﹁
中
部
﹂︵
マ

ッ
ジ
マ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︶
に
、﹃
雑
阿
含
経
﹄
は
﹁
相
応
部
﹂︵
サ

ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︶
に
、﹃
増
一
阿
含
経
﹄
は
﹁
増
支
部
﹂

︵
ア
ン
グ
ッ
タ
ラ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︶
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。

パ
ー
リ
語
経
典
の
五
部
に
は
そ
の
他
に
﹁
小
部
︵
ク
ッ
ダ
カ
・

ニ
カ
ー
ヤ
︶﹂
が
あ
り
、
漢
訳
経
典
の
中
で
は
対
応
す
る
も
の

が
散
在
す
る
が
、
大
正
大
蔵
経
で
は
﹁
本
縁
部
﹂
に
ほ
ぼ
相
当

す
る
。

︵
５
︶ ︵
訳
注
︶
六
世
紀
イ
ン
ド
の
護
法
の
著
作
。
世
親
の
﹃
唯
識
三

十
頌
﹄
へ
の
注
釈
書
で
あ
り
、
護
法
の
説
を
は
じ
め
と
す
る
諸

学
説
を
記
し
た
書
で
あ
っ
た
が
、
玄
奘
が
漢
訳
に
際
し
て
護
法

の
説
を
中
心
に
編
纂
し
た
。
中
国
や
日
本
の
法
相
宗
の
基
礎
と

な
っ
た
。

︵
６
︶ K

uo, Liying : « Sur les apocryphes bouddhiques chinois »; 

Bulletin de l’École française d’Extrêm
e-O

rient, 87-2 (2000), 
pp. 677-705.

︵
７
︶ ︵
訳
注
︶
同
経
の
巻
頭
の
記
述
に
拠
れ
ば
、
唐
の
神
龍
元
年
︵
七

〇
五
年
︶、
中
イ
ン
ド
の
僧
・
般は

ん

剌ら

蜜み
っ

帝て
い

の
主
導
に
よ
っ
て
、

広
州
の
制
旨
寺
で
中
国
語
に
口
訳
し
、
こ
れ
を
弟
子
の
房
融
が

筆
受
し
、
烏
萇
国
︵
ウ
ジ
ャ
ー
ナ
国
︶
の
僧
・
彌
伽
釋
迦
︵
中

国
名
・
雲
峰
︶
が
訳
語
を
整
え
た
と
さ
れ
る
。

︵
８
︶ ︵
訳
注
︶
い
わ
ゆ
る
﹁
法
四
依
﹂
の
こ
と
。﹁
依
義
不
依
語
︵
義

に
依
り
て
語
に
依
ら
ざ
れ
︶﹂﹁
依
智
不
依
識
︵
智
に
依
り
て
識

に
依
ら
ざ
れ
︶﹂﹁
依
了
義
経
不
依
不
了
義
経
︵
了
義
経
に
依
り

て
不
了
義
経
に
依
ら
ざ
れ
︶﹂﹁
依
法
不
依
人
︵
法
に
依
り
て
人

に
依
ら
ざ
れ
︶﹂。

︵
９
︶ 

一
つ
の
経
典
の
表
記
の
変
化
や
多
様
性
に
つ
い
て
の
例
と
し
て

は
、
以
下
を
参
照
。D

ucor, Jérôm
e et Loveday, H

elen :  
Le Sûtra des contem

plations du Buddha Vie-infinie (2011), 
pp. 78-85.  

︵
10
︶ Loveday, H

elen : «La bibliothèque tournante en C
hine : 

quelques rem
arques sur son rôle et son évolution » ; T’oung 

Pao, LX
X

X
V

I, 2 (2000), pp. 225-279.　

 
 

︵
訳
注
︶﹁
輪
蔵
﹂
は
寺
院
の
経
蔵
の
一
種
で
、
中
心
軸
に
沿
っ

て
回
転
可
能
な
書
架
が
、
八
面
等
に
張
り
合
わ
せ
て
設
け
ら
れ

て
い
る
。
回
転
式
な
の
で
経
巻
を
閲
覧
す
る
の
に
便
利
で
あ
る

と
と
も
に
、
回
転
さ
せ
る
だ
け
で
一
切
経
を
読
誦
し
た
の
と
同

等
の
利
益
が
得
ら
れ
る
と
い
う
。﹁
マ
ニ
車
﹂
は
転
経
器
と
も

い
う
。
円
筒
形
で
、
側
面
に
マ
ン
ト
ラ
を
刻
み
、
ロ
ー
ル
状
の
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経
文
が
中
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
マ
ニ
車
を
時
計
回
り
に
回
転

さ
せ
る
と
、
回
転
さ
せ
た
数
だ
け
経
を
読
誦
し
た
の
と
同
じ
功

徳
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

︵
11
︶ ︵
訳
注
︶
蜀
版
大
蔵
経
︵
北
宋
勅
版
大
蔵
経
︶
と
呼
ば
れ
る
。

木
版
印
刷
技
術
は
唐
代
に
開
発
さ
れ
た
が
、
大
蔵
経
に
使
用
し

た
の
は
宋
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
宋
の
太
祖
・
太
宗
の
両

朝
、
蜀
の
益
州
︵
成
都
︶
で
版
木
が
彫
ら
れ
、
都
の
開
封
に
建

て
ら
れ
た
太
平
興
国
寺
の
印
経
院
で
刷
ら
れ
た
。
巻
子
本
の
形

式
で
毎
行
十
四
字
詰
で
あ
っ
た
。

Jérôm
e D

ucor

／
パ
リ
の
仏
教
学
研
究
所
︵Institut d'Études 

B
ouddhiques

︶
総
裁
。
ス
イ
ス
の
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
大
学
と
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
大
学
教
員
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
民
族
博
物
館
︵M

usée 
d'ethnographie de G

enève

︶
東
洋
部
長
。
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
大
学
で

仏
教
を
学
び
始
め
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
大
学
で
博
士
号
を
取
得
。
西

本
願
寺
の
教
師
の
資
格
を
も
ち
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
あ
る
ス
イ
ス

浄
土
真
宗
協
会
︵
信
楽
寺
／Société bouddhique suisse Jôdo-

Shinshû

︶
を
拠
点
と
し
て
い
る
。


