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法
華
経
の
流
伝

─
イ
ン
ド
か
ら
東
ア
ジ
ア
へ

ニ
ル
マ
ラ
・
シ
ャ
ル
マ

　

法
華
経
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
書
か
れ
た
す
べ
て
の
経
典

の
中
で
最
大
の
影
響
力
を
示
し
続
け
て
い
る
経
典
で
す
。
ま
と

め
ら
れ
た
の
は
か
な
り
早
く
、
紀
元
前
一
世
紀
頃
で
す
。
法
華

経
は
多
く
の
熱
烈
な
信
仰
実
践
を
引
き
起
こ
し
、
そ
れ
が
も
た

ら
し
た
奇
蹟
的
な
功
徳
の
数
々
は
、
お
び
た
だ
し
い
物
語
と
な

っ
て
東
ア
ジ
ア
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
経
の
﹁
方
便
︵upaya 

ウ
パ
ー
ヤ
／
巧
み
な
手
段
︶﹂
思
想
は
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
教
相
判

釈
に
論
理
的
基
礎
を
与
え
ま
し
た
。
法
華
経
は
ま
た
東
イ
ン
ド

に
お
い
て
も
中
心
的
経
典
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

玄
奘
︹
七
世
紀
の
唐
僧
︺
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
グ
プ
タ
朝
の
ク

マ
ー
ラ
グ
プ
タ
一
世
︵K

um
āragupta I

）〔
在
位
・
四
一
五︲

四
五
五

年
頃
〕
が
﹁
一
乗
﹂
に
帰
依
し
て
い
た
と
い
う
の
で
すあ。
法
華
経

は
驚
異
の
書
で
あ
り
、﹁
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
人
間
的
な
﹂
魂

が
高
み
へ
と
現
状
を
超
え
て
い
か
ん
と
す
る
熱
烈
な
祈
願
の
書

な
の
で
す
。
法
華
経
は
﹁
ア
ジ
ア
の
半
分
の
地
域
に
お
け
る
福

音
書
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ケ
ネ
ス
・
Ｊ
・
サ
ン
ダ
ー
ス

︵K
enneth Jam

es Saunders

／
一
八
八
三︲

一
九
三
七
年
︶
が
、
世
界

に
最
大
の
影
響
を
与
え
た
三
つ
の
書
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
ヨ
ハ

ネ
福
音
書
、
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
と
と
も
に
法
華
経
を

挙
げ
て
い
る
の
で
す
。い
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法
華
経
の
際
立
っ
た
特
徴

︵
１
︶
法
華
経
は
﹁
一
乗
︵Ekayana 

エ
カ
ヤ
ー
ナ
︶﹂
の
最
高
の
表

現
で
あ
り
、
こ
こ
で
はeka

は
﹁
至
高
の
、
唯
一
の
﹂
を
意
味
し

ま
す
。︹
悟
達
に
至
る
に
は
︺
た
だ
ひ
と
つ
の
乗
り
物
し
か
な
い
の

で
す
。
こ
の
経
は
、
三
乗
︵Triyana 

ト
リ
ヤ
ー
ナ
︶
す
な
わ
ち
声

聞
乗
︵
上
座
部
︶、
縁
覚
乗
、
菩
薩
乗
に
勝
る
教
え
で
あ
る
と
自

ら
説
い
て
い
ま
すう。
三
乗
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
機
根
︹
能
力
や
資
質
︺

を
も
つ
衆
生
を
悟
り
へ
と
導
く
た
め
の
便
宜
的
な
手
段
す
な
わ

ち
方
便
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
す
。
実
際
に
は
、
た
だ
﹁
一
乗
﹂

に
よ
っ
て
の
み
、
一
切
衆
生
は
仏
の
悟
り
の
境
地
へ
と
進
ん
で

い
け
る
の
で
す
。
釈
迦
牟
尼
は
、
一
乗
は
彼
の
教
え
の
統
一
的

で
完
全
な
最
終
的
開
示
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ

が
唯
一
に
し
て
究
極
の
道
で
あ
る
一
乗
な
の
で
す
。

︵
２
︶
多
く
の
場
合
、
釈
迦
牟
尼
は
舎
利
弗
︵
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
︶
と

目
連
︵
モ
ッ
ガ
ラ
ー
ナ
︶
を
脇
侍
に
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

こ
で
は
阿
難
︵
ア
ー
ナ
ン
ダ
︶
と
迦
葉
︵
カ
ッ
シ
ャ
パ
︶
に
代
わ
っ

て
い
ま
す
。

　

釈
尊
は
、
摩
訶
迦
葉
︵
マ
ハ
ー
カ
ッ
シ
ャ
パ
︶
が
将
来
、
仏
に

な
る
と
言
い
ま
すえ
︹
授
記
品
冒
頭
︺。
敦
煌
石
窟
群
に
お
い
て
︹
釈

尊
の
脇
侍
を
︺
迦
葉
と
見
な
せ
る
か
ど
う
か
、
そ
の
基
準
を
検
討

す
べ
き
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

釈
迦
牟
尼
は
、
法
華
経
の
第
九
章
︹
授
学
無
学
人
記
品
︺
で
、

阿
難
と
羅ら

睺ご

羅ら

︵
ラ
ー
フ
ラ
︶
が
将
来
、
如
来
に
な
る
と
宣
言
し

ま
す
。︹
釈
尊
の
子
息
で
あ
る
︺
羅
睺
羅
の
未
来
成
仏
を
述
べ
る
際

に
、
釈
迦
牟
尼
の
父
親
と
し
て
の
愛
情
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し

た
。
以
下
の
部
分
で
す
。

我
は
太
子
為た

り
し
時　

羅
睺
は
長
子
と
為な

り

我
は
今
仏
道
を
成
ず
れ
ば　

法
を
受
け
て
法
子
と
為
れ
り

未
来
世
の
中
に
於
い
て
無
量
億
の
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
に

皆
其そ

の
長
子
と
為
っ
て　

一
心
に
仏
道
を
求
め
ん

羅
睺
羅
の
密
行
は　

唯
我
の
み
能
く
之
を
知
れ
り

現
に
我
が
長
子
と
為
っ
て　

以
て
諸
の
衆
生
に
示
す

無
量
億
千
万
の　

功
徳
は
数
う
可
べ
か
ら
ず

仏
法
に
安
住
し
て　

以
て
無
上
道
を
求
むお　
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こ
の
阿
難
と
羅
睺
羅
と
い
う
弟
子
は
、
そ
れ
ぞ
れ
釈
迦
牟
尼
の

い
と
こ
と
実
子
と
い
う
組
み
合
わ
せ
で
す
。
こ
れ
は
、
阿
弥
陀

仏
の
よ
う
な
他
仏
に
対
す
る
釈
迦
牟
尼
の
首
位
性
の
復
活
を
表

し
て
い
ま
す
。
法
華
経
は
、
他
の
諸
仏
か
ら
離
れ
て
釈
迦
牟
尼

に
回
帰
し
た
の
で
す
。
家
族
の
つ
な
が
り
は
、
釈
迦
牟
尼
の
養

母
で
あ
る
摩
訶
波
闍
波
提
︵
マ
ハ
ー
プ
ラ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
ー
︶
と
妻

で
あ
っ
た
耶
輸
陀
羅
︵
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ
ー
︶
に
対
す
る
未
来
成
仏

へ
の
授
記
︹
勧
持
品
第
十
三
︺
で
も
見
ら
れ
ま
す
。

︵
３
︶
大
乗
の
菩
薩
は
、
高
貴
な
る
﹁
摩
訶
薩
﹂︵M

ahasattva 

マ

ハ
ー
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
／
偉
大
な
衆
生
︶
へ
と
高
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

摩
訶
薩
は
常
に
菩
薩
を
形
容
す
る
語
と
し
て
後
ろ
に
置
か
れ
、

﹁
菩
薩
摩
訶
薩
﹂
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
。
漢
訳
法
華
経
の
第
十
五

章
︹
従
地
涌
出
品
︺
に
は
四
人
の
菩
薩
摩
訶
薩
が
莫
大
な
数
の
菩

薩
群
の
最
上
位
の
指
導
者
と
し
て
現
れ
、
次
の
よ
う
な
名
前
を

も
っ
て
い
ま
す
。

上
行
︵V

ishishtacaritra 

ヴ
ィ
シ
シ
ュ
タ
・
チ
ャ
ー
リ
ト
ラ
／
勝
れ

た
所
行
の
者
︶

無
辺
行
︵A

nantacaritra 

ア
ナ
ン
タ
・
チ
ャ
ー
リ
ト
ラ
／
無
辺
の
所

行
の
者
︶

浄
行
︵V

isuddhacaritra 

ヴ
ィ
シ
ュ
ッ
ダ
・
チ
ャ
ー
リ
ト
ラ
／
清
浄

な
所
行
の
者
︶

安
立
行
︵Supratisthitacaritra 

ス
プ
ラ
テ
ィ
シ
ュ
テ
ィ
タ
・
チ
ャ
ー

リ
ト
ラ
／
確
固
た
る
所
行
の
者
︶

　

法
華
経
に
お
け
る
﹁
現
在
仏
と
過
去
仏
﹂

﹁
歴
史
的
釈
迦
牟
尼
の
二
人
の
弟
子
﹂﹁
四
人

の
菩
薩
摩
訶
薩
﹂。
こ
れ
ら
は
、
八
重
の
要
素

を
も
つ
次
の
よ
う
な
配
置
を
構
成
し
ま
す
。

　

か
つ
て
の
研
究
に
お
い
て
は
、
こ
の
配
置

が
法
華
経
に
特
有
の
も
の
と
は
認
識
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
敦
煌
の
多
く
の
壁
龕
︹
の

塑
像
な
ど
︺
は
、
特
定
の
経
典
と
は
関
連
づ
け

ら
れ
ず
、
一
般
的
な
概
念
で
説
明
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
敦
煌
石
窟
に
お

け
る
八
重
の
配
置
を
新
た
な
眼
で
見
直
し
た

な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
法
華
経
と
結
び
つ
け
ら

れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
配
置
は
法
華
経

を
唯
一
無
二
の
﹁
一
乗
経
典
﹂
と
し
て
特
徴

阿難	
釈迦牟尼と多宝如来

	 迦葉あるいは羅睺羅

菩薩摩訶薩　		　　　　　　　　　　　菩薩摩訶薩

菩薩摩訶薩	 	 菩薩摩訶薩
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づ
け
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
な
る
大
乗
諸
経
典
の
う
ち

の
ひ
と
つ
で
は
な
い
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
の
で
す
。

︵
４
︶
過
去
の
仏
と
は
燃
燈
仏か︵D

ipankara 

デ
ィ
ー
パ
ン
カ
ラ
／
灯

火
を
輝
か
せ
る
者
︶
で
し
た
が
、
法
華
経
で
は
多
宝
如
来

︵Prabhutaratna 

プ
ラ
ブ
ー
タ
・
ラ
ト
ナ
／
多
く
の
宝
玉
︶
と
い
う
名

を
も
つ
新
た
な
過
去
仏
に
交
代
し
て
い
ま
す
。
こ
の
仏
は
宝
浄

世
界
︵R

atnavisuddha 

ラ
ト
ナ
・
ヴ
ィ
シ
ュ
ッ
ダ
／
宝
玉
で
飾
ら
れ
た

浄
土
︶
と
い
う
浄
土
に
住
ん
で
い
ま
す
。
多
宝
如
来
の
宝
塔
は
、

ま
ば
ゆ
い
流
星
が
出
現
し
た
か
の
よ
う
に
輝
き
、
き
ら
め
き
な

が
ら
出
現
し
、
空
に
浮
か
び
ま
す
。
釈
迦
牟
尼
は
塔
の
扉
を
︹
右

の
︺
指
で
開
き
、
多
宝
如
来
の
姿
が
顕
れ
ま
す
。
塔
の
中
に
二
仏

は
並
ん
で
坐
り
ま
す
。
こ
の
姿
は
、
法
華
経
の
象
徴
的
形
象
と

し
て
絵
画
や
石
造
仏
、
金
銅
仏
な
ど
に
表
現
さ
れ
ま
し
た
。
敦

煌
の
初
期
石
窟
の
非
常
に
多
く
の
も
の
が
、
こ
の
二
仏
並
坐
像

を
含
ん
で
い
ま
す
︹
図
1
参
照
︺。

︵
５
︶
法
華
経
に
お
い
て
、
釈
迦
牟
尼
は
永
遠
の
存
在
で
す
。
彼

は
こ
の
歴
史
的
人
生
の
前
に
、
は
か
り
し
れ
な
い
無
量
劫
の
昔

に
お
い
て
す
で
に
成
仏
し
て
い
た
の
で
す
。

No Image

図１　「二仏並座図」。敦煌莫高窟第285窟（西魏／６世紀）南壁。北壁に
も、この図と対称的な位置に「二仏並座図」が描かれている。敦煌研究院
撮影
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︵
６
︶
法
華
経
第
二
十
四
章
︹
梵
文
。
現
行
漢
訳
で
は
第
二
十
五
章
。

観
世
音
菩
薩
普
門
品
︺
で
は
、﹁
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
顔
を
向
け
る

︵Sam
antam

ukha
︶﹂
観
世
音
菩
薩
の
奇
蹟
的
な
救
済
力
の
数
々
を

語
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
﹁
六
つ
の
危
機き﹂
か
ら
人
を
救
い
ま
す
。

①
大
火
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
②
大
水
に
流
さ
れ
た
人
③
金
銀
を

は
じ
め
多
く
の
宝
石
を
積
ん
で
大
洋
を
渡
る
途
中
、
不
意
の
暴

風
に
よ
っ
て
羅
刹
の
島
に
漂
着
し
た
商
人
④
死
刑
に
処
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
人
⑤
多
く
の
宝
玉
を
運
ぶ
途
中
、
盗
賊
に
襲
わ

れ
た
隊
商
の
商
主
⑥
情
欲
に
と
ら
わ
れ
て
振
る
舞
う
人
は
、
欲

を
離
れ
ら
れ
る
。
息
子
や
美
し
い
娘
が
ほ
し
い
女
性
は
、
彼
ら

を
産
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
願
い
は
ど
れ
も
、
だ
れ
も
が
共
通
に
も
つ
関
心
で

し
た
。
そ
の
た
め
、
観
世
音
が
経
巻
や
敦
煌
の
壁
画
の
主
役
に

な
っ
た
の
は
自
然
な
こ
と
で
し
た
。
上
記
の
緒
難
は
、
敦
煌
の

絵
画
に
頻
繁
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
例
は
大
英
博
物
館

所
蔵
の
絵
で
す
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
最
初
の
危
難
は
、
人
に
押

さ
れ
て
燃
え
盛
る
火
炎
の
中
へ
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
男
性
の

姿
で
す
。
そ
こ
に
は
経
典
の
偈
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

仮
使
興
害
意　

推
落
大
火
坑

念
彼
観
音
力　

火
坑
變
成
池

︹
仮た
と
い使
害
の
意こ
こ
ろを
興
し
て　

大
な
る
火か
き
ょ
う坑
に
推お

し
落
と
さ
ん
も

彼
の
観
音
の
力
を
念
ぜ
ば　

火
坑
は
変
じ
て
池
と
成
ら
ん
︺く

　

こ
の
章
の
タ
イ
ト
ル
は
バ
ー
ト
ン
・
ワ
ト
ソ
ン
︵B

urton 

W
atson

︶
に
よ
っ
て
﹁
世
界
の
音
を
受
け
取
る
菩
薩
の
あ
ら
ゆ
る

方
向
へ
開
か
れ
た
門
︵The U

niversal G
atew

ay of the B
odhisattva 

Perceiver of the W
orld’s Sounds

︶﹂︹
観
世
音
菩
薩
普
門
品
︺
と
訳
さ

れ
て
い
ま
すけ。
も
と
も
と
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
章
名
に
あ
る 

Sam
antam

ukha Avalokitesvara  

と
い
う
語
に
は
﹁
彼
は
、
す
べ

て
の
方
向
︵sam

anta

︶
に
、
顔
を
向
け
る
︵m

ukha

︶﹂
と
い
う
意

味
が
あ
り
ま
す
︹Avalokitesvara

の
鳩
摩
羅
什
訳
が
観
世
音
︺。
そ
れ

は
、
信
者
が
ど
こ
に
い
よ
う
と
も
助
け
て
あ
げ
る
た
め
で
あ
り
、

信
者
は
た
だ
彼
の
名
前
を
呼
ぶ
だ
け
で
、
危
難
に
打
ち
勝
て
る

の
で
す
。
敦
煌
の
あ
る
壁
画
は
、
ソ
グ
ド
商
人
た
ち
が
商
品
を

引
き
渡
す
よ
う
盗
賊
に
強
い
ら
れ
る
場
面
を
描
い
て
い
ま
す
。

商
人
が
観
世
音
の
名
前
を
唱
え
る
と
、
彼
ら
を
殺
そ
う
と
し
て

い
る
悪
人
た
ち
の
剣
が
こ
な
ご
な
に
砕
け
ま
す
。こ
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六
つ
の
危
難
か
ら
の
救
済
者
と
し
て
、
観
世
音
あ
る
い
は
観

音
は
、
中
央
ア
ジ
ア
と
中
国
に
お
い
て
法
華
経
の
流
行
を
も
た

ら
し
ま
し
た
。
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
馬
や
そ
の
他
の
物
資

を
中
国
に
持
ち
込
む
商
人
た
ち
は
、
観
音
菩
薩
の
名
を
呼
び
ま

し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
彼
ら
は
、
盗
賊
の
襲
撃
や
、
急
ご
し

ら
え
の
吊
り
橋
か
ら
落
ち
て
川
で
溺
れ
る
こ
と
へ
の
不
安
が
な

く
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
水
な
き
砂
漠
と
灼
け
つ
く
大
地
と
果

て
し
な
き
荒
野
を
、
く
る
日
も
く
る
日
も
一
人
の
人
間
も
見
る

こ
と
な
く
進
む
う
ち
に
鬼
女
の
幻
姿
に
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う
恐

れ
か
ら
救
わ
れ
た
の
で
す
。

　

中
国
に
お
け
る
法
華
経
の
傑
出
し
た
人
気
は
、
こ
の
よ
う
に

国
際
商
人
た
ち
に
安
心
感
を
与
え
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
知
識

層
に
は
哲
学
的
洞
察
を
与
え
た
か
ら
で
し
た
。
そ
し
て
国
家
を

守
護
す
る
経
典
と
し
て
の
人
気
で
も
あ
り
ま
し
た
。

︵
７
︶
国
家
と
君
主
と
民
衆
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
禍
難
・
戦
争
・
天

災
・
疫
病
か
ら
安
全
に
護
る
こ
と
を
法
華
経
は
保
証
し
ま
し
た
。さ

日
蓮
大
聖
人
︵D

aishonin

︶
の
著
作
﹃
立
正
安
国
論
﹄
の
テ
ー
マ

は
国
の
守
護
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
西
暦
一
二
六
〇
年
に
前
執

権
・
北
条
時
頼
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
同
書
は
、
日
本
に
降
り

か
か
る
諸
の
災
難
の
原
因
は
法
華
経
へ
の
誹
謗
で
あ
り
、
浄
土

教
信
仰
と
阿
弥
陀
仏
崇
拝
に
よ
る
と
し
て
い
ま
す
。

︵
８
︶
法
華
経
は
、
そ
の
寓
喩
の
数
々
で
有
名
で
す
。
そ
れ
ら
は
、

中
国
の
庶
民
を
教
化
す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
に
語
り
直
さ
れ

ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
譬
喩
は
大
衆
に
も
わ
か
り
や
す
く
、
正
し

い
人
生
の
価
値
を
労
な
く
学
べ
る
﹁
目
に
浮
か
ぶ
仏
の
教
え

︵visual dharm
a

︶﹂
と
な
っ
た
の
で
す
。
以
下
の
七
つ
の
譬
喩
が

説
か
れ
て
い
ま
す
。
①
三
車
火
宅
の
譬
え
②
長
者
窮
子
の
譬
え

③
三
草
二
木
の
譬
え
④
化
城
宝
処
の
譬
え
⑤
衣え

裏り

珠じ
ゅ

の
譬
え
︵
貧

人
繋け
い
じ
ゅ珠
の
譬
え
︶
⑥
髻け
い
ち
ゅ
う中
明
珠
の
譬
え
⑦
良
医
病
子
の
譬
え
。

︵
９
︶
法
華
経
︵
妙
法
蓮
華
経
︶
の
経
題
に
あ
る
﹁
蓮
華
﹂
は
、
古

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
思
想
﹁
太
陽
の
中
の
黄
金
の
人
が
心
臓
の

蓮
華
の
中
に
も
い
る
﹂
や
﹁
天
空
の
蓮
華
﹂
を
想
起
さ
せ
ま
す
。

後
者
は
、
太
陽
も
し
く
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
︵
梵
天
︶
の
こ
と
で
あ
り
、

﹃
ブ
リ
ハ
ッ
ド
・
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
﹄
に
説
か

れ
て
い
ま
すし。︹
パ
ー
リ
経
典
の
︺﹃
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︵
相
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応
部
︶﹄
に
お
い
て
、
蓮
華
は
こ
の
世
の
汚
れ
に
染
め
ら
れ
な
い

純
粋
さ
を
表
象
し
て
い
ま
す
。﹁
蓮
華
﹂
と
﹁
妙
法
︵saddharm

a

︶﹂

は
し
っ
か
り
と
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

　

法
華
経
は
釈
尊
に
よ
っ
て
、
霊
鷲
山
︵V

ulture Peak

／
鷲
の
山
︶

で
説
か
れ
ま
し
た
が
、
こ
こ
は
︹
後
に
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
が
で
き
た
︺

ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
近
く
で
す
。
法
華
経
に
お
い
て
、
釈
尊
は
三
昧

か
ら
立
ち
上
が
る
と
、
す
ぐ
に
舎
利
弗
に
向
か
い
、
こ
う
言
い

ま
す
。﹁
諸
仏
の
智
慧
は
甚
深
無
量
な
り
。
其
の
智
慧
の
門
は
難

解
難
入
な
り
﹂す。
舎
利
弗
は
、
諸
仏
の
真
の
教
え
を
ぜ
ひ
説
き
明

か
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
釈
尊
に
懇
請
し
ま
す
。
法
華
経
は
、

智
慧
の
象
徴
と
し
て
の
蓮
華
と
密
接
に
結
び
つ
き
、
ま
た
智
慧

第
一
の
舎
利
弗
と
、
さ
ら
に
霊
鷲
山
︵M

ount Grdhrakuta 
グ
リ

ド
ラ
ク
ー
タ
山
／
耆ぎ

闍じ
ゃ

崛く
っ

山せ
ん

︶
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
す
べ
て
は
暗
黙
の
う
ち
に
、
智
慧
の
光
を
得
る
た
め
の
場
所

で
あ
り
、
舎
利
弗
の
村
で
あ
る
ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
地
を
指
し
示
し

て
い
る
の
で
す
。せ

　

法
華
経
は
、
ネ
パ
ー
ル
で
、
基
本
的
な
九
経
典
︵nava-dharm

ah 

ナ
ヴ
ァ
・
ダ
ル
マ
／
九
法
︶
の
ひ
と
つ
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
法

華
経
は
王
室
儀
礼
に
も
関
連
し
て
い
ま
し
た
。﹃
ダ
ン
マ
パ
ダ
﹄

の
解
説
に
あ
る
パ
ー
リ
語
の
＂abhiseka-m

angala-pokkharani

＂

の
句
は
、
王
室
の
即
位
灌
頂
式
で
使
用
さ
れ
た
蓮
池
の
こ
と
を

指
し
て
い
ま
す
。そ

　

池
の
泥
の
中
か
ら
咲
き
出
る
蓮
の
華
は
、
人
生
の
多
く
の
苦

し
み
を
超
え
出
る
純
潔
さ
の
象
徴
と
な
り
ま
し
た
。

︵
10
︶
法
華
経
は
、
阿
弥
陀
仏
に
対
抗
し
て
、
釈
迦
牟
尼
を
﹁
一

乗
の
至
高
の
仏
﹂
と
し
て
復
活
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。
阿
弥
陀

仏
は
、イ
ン
ド
の
北
西
で
興
起
し
た
仏
で
あ
り
、ペ
ル
シ
ャ
の
﹁
光

の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
﹂
の
盛
行
を
反
映
し
て
い
ま
す
。﹁
ヤ
ス
ナ

︵Yasna

︶た﹂
第
三
十
一
章
七
節
で
は
、
祝
福
さ
れ
た
領
域
を
元
始

に
光
で
満
た
し
た
の
は
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
で
あ
っ
た
と
い
い

ま
す
。
ま
た
第
一
章
十
一
節
で
は
、
太
陽
の
光
は
ア
フ
ラ
・
マ

ズ
ダ
ー
の
栄
光
を
た
た
え
る
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
し
て
い

ま
す
。A

m
it-abha

︵
阿
弥
陀
仏
︶
の
語
の
二
番
目
の
要
素ābha

は
太
陽
を
意
味
し
ま
す
。Am

itabha

の
意
味
は
﹁
超
絶
的
な
太
陽
﹂

と
な
り
ま
す
。
現
代
ペ
ル
シ
ャ
語
で
太
陽
を
意
味
す
るaftab

は
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
のābhā-tāpa

す
な
わ
ち
陽
光
の
こ
と
で
す
。

イ
ン
ド
北
西
の
北
道
部
︵U

ttarāpathakas

︶ち

　
は
、
パ
ー
リ
語
の
注
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釈
書
で
は
、
軽
侮
的
に
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
乗
は
、
こ
の
よ
う
な
浄
土
教
派
に
対
抗
し
て
興
起
し
た
の

で
す
。
こ
の
派
に
対
す
る
日
蓮
大
聖
人
の
反
対
は
、
法
華
経
の

淵
源
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
な
の
で
す
。

ガ
ン
ダ
ー
ラ
を
越
え
て
広
が
る
法
華
経

　

玄
奘
は
、シ
ャ
ク
ラ
ー
デ
ィ
テ
ィ
ヤ
王
︵
ク
マ
ー
ラ
グ
プ
タ
一
世
︶

が
一
乗
の
信
者
で
あ
っ
た
と
し
て
い
ま
す
が
、
一
乗
の
至
上
の

正
典
は
法
華
経
で
す
。
シ
ャ
ク
ラ
ー
デ
ィ
テ
ィ
ヤ
王
は
、
ガ
ン

ダ
ー
ラ
地
方
の
向
こ
う
の
ウ
ッ
タ
ラ
パ
タ
︵U

ttarapatha 

欝
多
羅

波
提
︶︹
北
方
地
域
を
指
す
︺
の
僧
侶
フ
ー
・
ラ
ー
ジ
ャ
ヴ
ァ
ン
シ

ャ
︵H

u R
ajavam

sa

︶
の
要
請
で
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
僧
院
の
建
設
を

始
め
た
の
で
すつ。
フ
ー
と
い
う
家
族
名
は
イ
ラ
ン
系
の
も
の
で

す
。
釈
尊
の
時
代
に
お
い
て
、
す
で
に
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
と
バ
ク

ト
リ
ア
地
方
の
間
で
毛
織
物
の
貿
易
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
釈
尊
は
﹁
ド
ゥ
サ
︵D

ussa

︶
の
パ
ー
ヴ
ァ
ー
リ
カ
︵pavarika 

波
婆
利
︶
長
者
﹂
の
も
と
に
︹
長
者
が
寄
進
し
た
ナ
ー
ラ
ン
ダ
の
マ
ン

ゴ
ー
園
に
︺
滞
在
す
る
の
を
常
と
さ
れ
て
い
ま
し
たて。
長
者
は
、

ド
ゥ
サ
と
い
う
町
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
羊
毛
の
上
着
を
販
売
し

て
い
ま
し
た
。
こ
こ
は
今
な
お
ド
ウ
シ
ー
︵D

oshi

︶
と
呼
ば
れ
、

バ
ル
フ
︵B

alkh

︶︹
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
町
。
古
代
バ
ク
ト
リ
ア
王
国

の
首
都
バ
ク
ト
ラ
の
跡
地
と
も
い
う
︺
と
バ
ー
ミ
ヤ
ー
ン
︵B

am
iyan

︶

︹
多
く
の
仏
教
遺
跡
が
あ
る
︺
の
中
間
に
あ
る
重
要
な
商
品
集
散
地

で
す
。
義
浄
は
、
自
身
の
﹃
大
唐
西
域
求
法
高
僧
伝
﹄︹
イ
ン
ド

に
求
法
し
た
唐
僧
ら
六
十
余
人
の
伝
記
︺
の
中
で
、
ウ
ッ
タ
ラ
パ
タ

に
は
ト
カ
ラ
人
の
僧
院
が
あ
り
、
必
要
な
も
の
は
す
べ
て
た
っ

ぷ
り
と
あ
り
、
快
適
に
暮
ら
し
て
い
た
と
書
い
て
い
ま
すと。
ト

カ
ラ
人
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
人
々
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系

の
言
語
を
話
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
ら
の
僧
院
は
そ
れ
な

り
の
生
活
が
で
き
る
場
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
中

国
・
新
疆
地
域
で
見
つ
か
っ
た
ト
カ
ラ
人
の
ミ
イ
ラ
は
、
放
射

性
炭
素
に
よ
る
年
代
測
定
で
紀
元
前
二
千
年
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
と
さ
れ
て
い
ま
す

　

法
華
経
は
、
西
暦
紀
元
前
後
に
は
北
西
イ
ン
ド
に
到
達
し
、

中
央
ア
ジ
ア
の
ホ
ー
タ
ン
王
国
を
経
て
、
紀
元
一
世
紀
頃
に
は
、

玉ぎ
ょ
く
と
そ
の
美
と
と
も
に
中
国
に
入
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま 

せ
ん
。な
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ホ
ー
タ
ン
か
ら
中
国
へ

　

玉
は
ホ
ー
タ
ン
か
ら
中
国
に
来
ま
し
た
。
西
王
母
が
崑
崙
山

か
ら
採
れ
た
玉
を
︹
周
の
︺
穆ぼ
く

王
︵
在
位
・
紀
元
前
九
五
六︲

九
一

八
年
。
他
説
も
︶
に
贈
っ
た
と
い
い
ま
す
。
紀
元
前
十
世
紀
と
い

う
早
い
時
期
で
す
。
崑
崙
山
脈
は
大
量
の
玉
を
産
出
し
、
こ
れ

が
ホ
ー
タ
ン
の
主
要
な
輸
出
品
で
し
た
。
ホ
ー
タ
ン
は
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
で R

atna-janapada  

す
な
わ
ち
﹁
玉
の
国
﹂
と
呼
ば
れ

て
お
り
、ratna

は
﹁
玉
﹂
の
意
味
で
す
︹janapada

は
王
国
・
領
土
︺。

ホ
ー
タ
ン
で
の
法
華
経
の
人
気
は
多
宝
如
来
︵Prabhuta-ratna

︶

に
よ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
名
前
は
﹁
豊
富
なratna
︵
玉
︶﹂
を
意

味
し
ま
す
。
こ
の
如
来
は
法
華
経
に
だ
け
登
場
し
、
他
の
経
典

に
は
現
れ
ま
せ
ん
。
チ
ベ
ッ
ト
語
で
も
ホ
ー
タ
ン
を
﹁
リ
ー
・

ユ
ル
︵Li-yul

）﹂
す
な
わ
ち
﹁
玉
の
国
﹂
と
呼
び
ま
す
。
ホ
ー
タ

ン
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
法
華
経
の
最
も
古
く
完
全
な
写
本

を
保
持
し
て
い
た
と
い
う
独
特
の
栄
誉
を
担
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
に
は
ホ
ー
タ
ン
語
に
よ
る
四
つ
の
奥
書
が
あ
り
ま
す
。
梵
文

法
華
経
の
断
簡
も
い
く
つ
も
ホ
ー
タ
ン
で
発
見
さ
れ
て
お
り
、

ホ
ー
タ
ン
語
に
よ
る
法
華
経
の
要
約
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

No Image

図２　ホータンからタクラマカン砂漠に約60㎞入ると、ラワク（熱瓦克）仏寺遺跡がある
（中国・新疆ウイグル自治区）。1901年、スタインの発掘で十字形基壇の仏塔と方庭の壁
を飾る壁画や塑像が多数出土した。仏塔の現存する３層のうち第１層は砂に埋もれてい
る。山田勝久氏（大阪教育大学名誉教授）撮影
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法
華
経
は
ホ
ー
タ
ン
の
町
の
防
衛
に
目
ざ
ま
し
い
役
割
を
果

た
し
ま
し
た
。︹
チ
ベ
ッ
ト
語
の
︺﹃
ホ
ー
タ
ン
国
史
︵
于う

闐て
ん

国
史
︶﹄

に
は
、
法
華
経
が
読
誦
さ
れ
れ
ば
紛
争
が
鎮
め
ら
れ
、
外
敵
と

疫
病
が
避
け
ら
れ
る
と
書
か
れ
て
い
ま
すに。﹃
ヴ
ィ
マ
ラ
プ
ラ

バ
ー
請
問
﹄︵V

im
alaprabha-pariprccha 

無
垢
光
所
問
︹
経
︺︶︹
チ
ベ

ッ
ト
大
蔵
経
カ
ン
ギ
ュ
ー
ル
所
収
︺
で
は
、ヴ
ィ
マ
ラ
プ
ラ
バ
ー
︵
無

垢
光
︶︹
主
人
公
の
女
性
︺
は
﹁
法
華
経
を
聴
聞
し
て
、
一
切
衆
生

の
幸
福
と
息
災
を
実
現
し
た
い
﹂﹁
法
華
経
の
陀
羅
尼
を
観
想
し
、

法
華
経
を
安
置
し
た
諸
寺
院
に
寄
進
し
た
い
﹂
と
念
願
し
ま
す
。ぬ

︹
し
か
し
︺
法
華
経
を
毎
日
読
誦
す
る
と
い
う
勤
め
を
彼
女
が
果

た
さ
な
か
っ
た
た
め
、︹
ホ
ー
タ
ン
は
︺
ス
ム
パ
人
︵Sum

pas

︶
の

軍
と
の
戦
い
に
敗
れ
て
し
ま
い
ま
し
たね。﹃
ホ
ー
タ
ン
国
教
法
史

︵
于
闐
教
法
史
︶﹄
で
は
、
法
華
経
が
読
ま
れ
る
な
ら
ば
、
敵
、
争

い
、
病
気
、
凶
年
そ
の
他
、
す
べ
て
の
悪
を
軽
減
で
き
る
と
い

い
ま
すの。
法
華
経
は
、
ホ
ー
タ
ン
か
ら
玉
と
と
も
に
中
国
の
宮

廷
に
入
っ
て
い
っ
た
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

中
国
語
へ
の
翻
訳

　

法
華
経
は
、
西
暦
二
五
五
年
と
い
う
早
い
時
期
に
中
国
語
に

翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。
訳
者
に
つ
い
て
確
か
な
こ
と
は
わ
か
っ
て

い
ま
せ
ん
。
こ
の
後
、
中
央
ア
ジ
ア
の
二
人
の
訳
経
僧
に
よ
る

翻
訳
が
続
き
ま
し
た
。
月
氏
の
竺
法
護
︵
ダ
ル
マ
ラ
ク
シ
ャ
︶
に

よ
る
二
八
六
年
の
翻
訳
︹﹃
正
法
華
経
﹄
十
巻
︺、
そ
し
て
鳩
摩
羅

什
︵
ク
マ
ー
ラ
ジ
ー
ヴ
ァ
︶
に
よ
る
四
〇
六
年
の
訳
出
︹﹃
妙
法
蓮
華

経
﹄。
現
行
八
巻
︺
で
す
。
二
世
紀
後
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
闍じ
ゃ

那な

崛く
っ

多た

︵
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
グ
プ
タ
︶
と
南
イ
ン
ド
の
達だ
つ

摩ま

笈ぎ
ゅ
う

多た

︵
ダ
ル
マ
グ

プ
タ
︶
が
六
〇
一
年
に
共
訳
し
ま
し
た
︹﹃
添
品
妙
法
蓮
華
経
﹄
七

巻
︺。
そ
れ
ら
の
中
で
、
鳩
摩
羅
什
の
創
造
的
翻
訳
は
中
国
語
で

書
か
れ
た
作
品
と
し
て
最
高
水
準
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め

千
六
百
年
の
間
、
最
も
広
く
読
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

　

鳩
摩
羅
什
は
、
亀
茲
︵
ク
チ
ャ
︶
国
の
王
女
︹
耆ぎ

婆ば

︺
と
、
鳩

摩
羅
炎
︵
ク
マ
ー
ラ
ヤ
ー
ナ
︶
の
子
ど
も
で
し
た
。
父
・
鳩
摩
羅

炎
は
︹
イ
ン
ド
北
方
の
︺
罽け
い

賓ひ
ん

国
あ
る
い
は
バ
ク
ト
リ
ア
地
方
の

人
で
し
た
が
、
王
宮
で
の
務
め
を
す
べ
て
捨
て
て
亀
茲
国
に
来

ま
し
た
。
母
の
懐
妊
中
の
数
々
の
不
思
議
な
出
来
事
︹
母
の
記
憶

力
と
理
解
力
な
ど
が
驚
異
的
に
増
進
し
た
︺
が
、
生
ま
れ
て
く
る
子

ど
も
の
偉
大
さ
を
示
し
て
い
ま
し
た
。
彼
女
は
深
く
尊
崇
さ
れ

て
い
た
雀

じ
ゃ
く

梨り

︵
雀
離
︶
大
寺はに
参
籠
し
ま
し
た
。
こ
こ
は
、
カ
ニ
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シ
カ
王
が
現
在
の
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
に
建
て
た
迦か

陵り
ょ
う

頻び
ん

伽が

︵
カ
ラ

ヴ
ィ
ン
カ
︶
精
舎ひ
に
倣な
ら

っ
て
建
て
ら
れ
た
寺
院
で
す
。
彼
女
は
そ

こ
で
聖
な
る
言
葉
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
習
得
に
没
頭
し
ま
し
た
。

阿
羅
漢
の
達
磨
瞿
沙
︵
ダ
ル
マ
ゴ
ー
サ
︶
が
、
生
ま
れ
て
く
る
子

ど
も
は
舎
利
弗
そ
の
人
の
よ
う
で
あ
ろ
う
と
予
言
し
ま
し
た
。ふ

鳩
摩
羅
什
が
ま
だ
七
歳
の
と
き
、
母
は
家
庭
生
活
を
捨
て
て
、

出
家
し
ま
し
たへ。
鳩
摩
羅
什
は
驚
く
べ
き
記
憶
力
を
も
ち
、
一

日
に
千
偈
を
暗
誦
し
ま
し
た
。
九
歳
に
な
る
と
、
母
と
と
も
に

罽
賓
国
を
訪
れほ、
小
乗
︵H

inayana

︶
の
仏
典
を
学
び
始
め
ま
し

た
。
三
年
後
、
亀
茲
国
に
戻
り
ま
す
が
、
途
中
で
一
年
間
、
疏そ

勒ろ
く

︵
沙
勒
／
カ
シ
ュ
ガ
ル
︶
王
国
に
滞
在
し
ま
し
た
。
こ
こ
は
︹
釈

尊
が
用
い
た
︺
仏
鉢
が
あ
る
場
所
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
地
で
鳩
摩
羅
什
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
な
ら
び
に
ヴ
ェ
ー
ダ
の
六

種
の
補
助
学
︹
音
声
学
・
祭
事
学
・
文
法
学
・
語
源
学
・
韻
律
学
・
天

文
学
︺
を
学
び
ま
し
た
。
か
つ
て
疏
勒
国
の
王
子
で
あ
っ
た
僧
・

須
利
耶
蘇
摩
︵
ス
ー
リ
ヤ
ソ
ー
マ
︶
は
彼
に
大
乗
を
教
え
、
鳩
摩

羅
什
は
そ
れ
が
﹁
黄
金
の
素
晴
ら
し
さ
を
も
つ
も
の
﹂
で
あ
る

と
理
解
し
た
の
で
すま。
こ
れ
以
降
、
彼
は
大
乗
の
修
学
に
専
心

し
ま
す
。
姚
興
が
︹
後
秦
の
︺
皇
帝
に
な
っ
た
と
き
、
鳩
摩
羅
什

No Image

図３　標高6000ｍ級のパミール高原の白雪を、東側のタシュクルガン（中国・カシュガ
ル地方）から望む。この嶺を越えれば、かつてガンダーラ、バクトリア、罽賓などの国々
が栄えた地域が広がっている。山田勝久氏撮影
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を
長
安
に
招
き
、
温
か
く
も
て
な
し
て
﹁
国
師
﹂
と
し
ま
し
た
。

四
〇
二
年
の
こ
と
で
すみ。
皇
帝
は
、
全
土
か
ら
多
く
の
優
れ
た

僧
を
呼
び
寄
せ
て
、
経
典
の
漢
訳
を
開
始
さ
せ
ま
し
た
。

　

鳩
摩
羅
什
は
皇
帝
・
姚
興
が
建
て
て
く
れ
た
公
的
な
訳
経
場

で
法
華
経
を
翻
訳
し
ま
し
た
。
皇
帝
は
自
ら
法
華
経
の
旧
い
翻

訳
を
綿
密
に
調
べ
、
一
方
、
鳩
摩
羅
什
は
新
た
な
訳
の
た
め
に

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
テ
キ
ス
ト
を
解
説
し
ま
し
た
。
彼
は
、
そ

れ
ま
で
の
翻
訳
に
あ
い
ま
い
さ
や
誤
り
が
多
い
こ
と
に
気
が
つ

き
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
文
学
的
に
見
て
も
洗
練
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
鳩
摩
羅
什
は
多
く
の
仏
典
を
翻
訳
し
ま
し
た
が
、

最
も
有
名
な
の
は
、
法
華
経
の
深
遠
な
る
翻
訳
で
す
。
修
行
者

が
、
そ
の
﹁
甚
深
微
妙
の
偈
﹂
を
唱
え
れ
ば
﹁
法
の
清し

ょ
う
こ渠
に

澡そ
う
よ
く浴
﹂
で
き
る
の
で
すむ。
輝
か
し
い
彼
の
文
章
の
お
か
げ
で
、

彼
が
か
つ
て
瞑
想
修
行
し
た
亀
茲
の
石
窟
群
も
、
そ
の
奥
処
ま

で
が
生
き
生
き
と
光
を
放
ち
始
め
た
と
い
え
ま
す
。
彼
の
言
葉

は
人
生
と
心
を
照
ら
す
光
と
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
千
六
百

年
の
間
、
中
国
人
の
琴
線
に
触
れ
て
き
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、

﹁
衆
罪
如
霜
露 

恵
日
能
消
除
︵
衆
罪
は
霜
露
の
如
く 

慧
日
は
能
く
消

除
す
︶﹂め

　
の
経
文
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
よ
う
に

│
と
。

　

彼
の
翻
訳
の
精
妙
さ
と
永
き
輝
き
に
ふ
さ
わ
し
く
、
中
国
の

表
意
文
字
に
は
﹁
語
霊
︵w

ord-soul

︶﹂
が
宿
っ
て
い
ま
す
。
鳩

摩
羅
什
は
、
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族

の
ネ
ク
サ
ス
︵
対
結
︶︹
主
語
述
語
の
結
合
関
係
︺
を
も
つ
ト
カ
ラ

語
︹
亀
茲
の
言
語
・
ク
チ
ャ
語
は
ト
カ
ラ
語
派
に
属
し
た
︺、
そ
し
て

中
国
語
と
い
う
諸
言
語
を
そ
の
一
身
の
中
で
連
関
さ
せ
た
稀
有

の
人
物
で
し
た
。
そ
の
豊
か
な
言
語
的
感
受
性
に
よ
っ
て
、
彼

は
創
造
的
な
霊
性
を
も
つ
言
語
を
中
国
に
贈
っ
た
の
で
す
。
鳩

摩
羅
什
は
彼
の
助
手
で
あ
る
僧
叡
に
対
し
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
と
中
国
語
の
違
い
に
つ
い
て
、
こ
う
語
っ
て
い
ま
す
。﹁
韻
を

踏
ん
だ
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
句
は
、
音
楽
の
よ
う
だ
。
中
国
語

に
置
き
換
え
る
と
、
こ
の
美
し
さ
は
失
わ
れ
る
﹂
とも。
鳩
摩
羅

什
は
翻
訳
の
技
術
を
進
歩
さ
せ
ま
し
た
。
彼
は
真
意
を
完
全
に

伝
え
る
こ
と
に
努
め
、
逐
語
的
な
訳
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

法
華
経
の
包
容
力
と
パ
ワ
ー
は
、
す
べ
て
の
草
木
を
生
長
さ

せ
る
慈
雨
の
徳
に
喩
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
曇ど

ん

無む

讖し
ん

︵
ダ
ル
マ
ク

シ
ェ
ー
マ
／
三
八
五︲

四
三
三
年
︶︹
中
イ
ン
ド
出
身
の
訳
経
僧
︺
は
、

折
し
も
漢
訳
さ
れ
て
い
た
こ
の
法
華
経
に
よ
っ
て
、
北
涼
の
王
・

沮そ

渠き
ょ

蒙も
う

遜そ
ん

︹
在
位
・
四
〇
一︲

四
三
三
年
︺
の
病
を
治
癒
し
た 
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の
で
す
。や

　

法
華
経
は
、
叙
事
詩
の
ご
と
く
、
次
に
ど
う
展
開
す
る
の
だ

ろ
う
と
思
わ
せ
る
緊
張
感
が
あ
り
、
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
高
ま
っ

て
い
き
、
決
し
て
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
釈
尊
は
、

一
乗
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
開
か
れ
る
道
で
あ
り
、
ゆ
え

に
こ
の
経
の
一
偈
で
も
受
持
す
る
者
は
功
徳
を
積
む
と
言
い
ま

す
。
こ
の
経
の
場
面
転
換
の
荘
厳
さ
と
華
麗
さ
は
、
音
響
や
香

り
の
描
写
と
相
ま
っ
て
、
心
に
映
る
イ
メ
ー
ジ
を
高
揚
さ
せ
て

い
き
ま
す
。
法
華
経
は
中
国
に
お
け
る
世
界
観
で
あ
り
実
践
で

あ
り
続
け
ま
し
た
。
そ
し
て
創
造
的
な
霊
感
を
生
む
源
泉
だ
っ

た
の
で
す
。
か
つ
て
も
、
そ
し
て
今
も
﹁
法
華
経
﹂
こ
そ
が
、

一
乗
の
宝
玉
な
の
で
す
。

　

法
華
経
に
よ
る
奇
蹟
物
語
︵
応
験
記
︶
を
集
め
た
唐
代
の
作
品

が
ふ
た
つ
あ
り
ま
す
。
法
華
経
の
読
誦
・
書
写
・
講
解
な
ど
に

お
け
る
優
れ
た
実
践
に
応
じ
て
得
た
霊
験
の
説
話
集
で
す
。
恵

詳
︵
恵
祥
︶
に
よ
る
﹃
弘
賛
法
華
伝
﹄︹
大
正
大
蔵
経
第
五
一
巻
所
収
︺

は
、
百
二
十
九
人
の
法
華
経
実
践
者
の
話
を
集
め
て
い
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
は
僧
詳
︵
僧
祥
︶
に
よ
る
高
僧
伝
﹃
法
華
伝
記
﹄︹
同

巻
所
収
︺
で
、
百
八
十
人
の
法
華
経
修
行
者
の
伝
記
を
載
せ
て
い

ま
す
。
法
華
経
を
書
写
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
修
行
者
は
ま
ず

身
を
浄
め
、
清
浄
な
衣
を
着
し
、
正
し
く
結
跏
趺
坐
し
ま
す
。

そ
し
て
、﹁
一
行
に
二
十
文
字
﹂
な
ど
の
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
様

式
で
経
文
を
写
し
ま
し
た
。

敦
煌
の
法
華
経

　

中
国
に
お
い
て
法
華
経
は
な
ぜ
、
か
く
も
中
心
的
な
経
典
に

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
同
経
の
過
去
仏
・
多
宝
如
来

︵Prabhutaratna

︶
の
名
は
﹁
豊
富
なratna

︵
玉
︶﹂
を
意
味
し
ま
す
。

こ
のratna

は
、﹁
ホ
ー
タ
ン
﹂
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
﹁R

atna-

janapada

︵
玉
の
国
︶﹂
の
中
に
は
っ
き
り
と
現
れ
て
い
ま
す
。
法

華
経
自
ら
が
︹
化
城
喩
品
で
︺﹁
宝
処
︵ratna-dvipa

／

m
aharatnadvipa 

玉
が
︹
多
く
︺
あ
る
島
︹
場
所
︺︶﹂
の
語
を
用
い
て

い
ま
す
。

　
﹁
玉
﹂
は
、
中
国
に
お
い
て
皇
権
の
表
象
で
し
た
。﹃
礼
記
﹄

に
は
﹁
君
子
の
徳
は
玉
の
よ
う
で
あ
る
﹂
と
あ
り
ま
すゆ。
周
公

旦
が
解
説
を
つ
け
た
﹃
易
経
﹄
に
よ
れ
ば
、
天
は
玉
に
よ
っ
て

象
徴
さ
れ
て
い
ま
すよ。
玉
が
最
高
の
長
所
を
も
つ
か
ら
で
す
。

儒
教
の
経
典
で
あ
る
﹃
礼
記
﹄
に
は
、
玉
は
す
べ
て
の
高
徳
を
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備
え
て
い
る
と
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
仁
、
知
、
義
、
礼
、
忠
、

德
、
道
な
ど
で
あ
り
、
玉
の
虹
の
よ
う
な
輝
き
は
天
を
、そ
の
︹
精

気
を
山
川
に
顕
す
︺
神
秘
な
特
質
は
地
を
表
し
ま
すら。
ま
た
、﹁
如

意
﹂
と
い
う
名
の
玉
製
の
武
器
は
不
思
議
な
力
を
も
っ
て
お
り
、

防
衛
の
た
め
に
使
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
玉
と
多
宝
如
来

は
相
関
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
宝
如
来
は
皇
権
の
力

と
徳
を
聖
化
し
た
の
で
す
。

　

法
華
経
は
、
敦
煌
の
多
く
の
石
窟
で
形
象
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
二
七
二
窟
は
北
涼
時
代
の
も
の
で
︵
四
二
一︲

四
三
九
年
︶、
釈

迦
牟
尼
が
四
人
の
弟
子
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
ま
すり。
四
人
の

弟
子
は
、
つ
ま
り
法
華
経
の
四
人
の
菩
薩
摩
訶
薩
を
表
し
て
い

ま
す
。
そ
の
構
図
は
先
述
し
た
八
重
の
配
置
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
壁
画
は
、
鳩
摩
羅
什
の
訳
が
出
た
す
ぐ
後
に
描
か
れ
て
い

ま
す
。

　

第
二
五
九
窟
は
北
魏
時
代
の
も
の
で
︵
四
三
九︲

五
三
四
年
︶、

正
龕
に
は
二
仏
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
釈
迦
牟
尼
は
驚
異
的

に
荘
厳
さ
れ
た
宝
塔
を
大
地
か
ら
出
現
さ
せ
、
塔
は
聴
衆
の
上

空
に
浮
か
び
ま
し
た
。
釈
迦
牟
尼
が
そ
の
扉
を
開
け
る
と
、
多

宝
如
来
が
お
わ
し
ま
し
た
。
多
宝
如
来
は
釈
迦
牟
尼
の
説
法
を

祝
福
し
、
塔
の
中
に
と
も
に
坐
す
よ
う
促
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

釈
尊
が
永
遠
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
示
す
こ
と
を
改
め
て

示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
奇
蹟
的
な
出
来
事
に
基
づ
く
肖
像
表
現

︹
二
仏
並
坐
︺
は
、
寺
院
の
壁
画
や
絵
画
、
石
彫
に
繰
り
返
し
現

れ
ま
す
。﹁
奇
蹟
は
中
国
で
力
を
も
っ
て
い
た
し
、︹
哲
学
的
議
論

よ
り
も
︺
こ
の
力
に
よ
っ
て
︹
仏
教
と
い
う
︺
宗
教
の
勝
利
は
も
た

ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
﹂る。
こ
の
﹁
二
仏
並
坐
﹂
の
表
現
は
、
五
世

紀
と
六
世
紀
の
敦
煌
芸
術
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。

　

第
四
二
〇
窟
は
、
隋
代
︵
五
八
一︲

六
一
八
／
九
年
︶
の
も
の
で
、

法
華
経
に
捧
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
釈
迦
牟
尼
が
弟
子
た
ち
と
菩

薩
衆
に
説
法
さ
れ
て
い
る
場
面
を
示
し
、
壁
に
は
千
仏
が
描
か

れ
て
い
ま
す
︹
図
4
参
照
︺。

　
﹁
化
城
の
譬
喩
﹂
に
お
い
て
は
、
疲
れ
果
て
た
旅
人
た
ち
が
壮

大
な
城
市
で
休
憩
し
ま
す
が
、
後
に
、
そ
れ
が
神
通
力
に
よ
っ

て
現
じ
た
城
だ
と
知
ら
さ
れ
ま
す
。
こ
の
化
城
は
、
方
便
に
す

ぎ
な
い
三
乗
を
表
象
し
て
い
ま
す
。
三
乗
は
、
一
切
衆
生
を
救

済
す
る
法
華
経
の
生
命
中
心
の
教
え
︹
一
乗
︺
に
取
っ
て
代
わ
ら

れ
ま
す
。
第
一
〇
三
窟
は
、
盛
唐
期
︵
七
〇
五︲

七
八
〇
年
︶
の

も
の
で
、
高
価
な
宝
の
あ
り
か
を
求
め
て
道
を
行
く
隊
商
が
描
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か
れ
て
い
ま
す
。
辛
苦
の
あ
ま
り
、
彼
ら
は
旅
に
う
ん
ざ
り
し

て
、
戻
り
た
く
な
り
ま
す
。
賢
明
な
方
略
に
た
け
た
指
導
者
は
、

険
し
い
道
の
途
中
に
大
い
な
る
城
市
を
出
現
さ
せ
、
そ
こ
で
元

気
を
取
り
戻
す
よ
う
に
告
げ
る
の
で
す
。
城
市
の
中
央
に
塔
が

建
っ
て
お
り
、
そ
の
周
り
を
数
人
の
修
行
者
が
︹
右
回
り
に
巡
り

歩
く
︺
繞
に
ょ
う
ぶ
つ仏
礼
拝
を
し
て
い
ま
す
。れ

　

第
二
一
七
窟
は
唐
の
神
龍
年
間
︵
七
〇
五︲

七
〇
七
年
︶
の
も

の
で
、
釈
迦
牟
尼
の
法
華
経
説
法
図
が
あ
り
ま
す
。
第
七
章
の

﹁
化
城
喩
﹂
の
場
面
で
、
旅
の
険
難
に
疲
労
困
憊
し
た
人
々
を
休

ま
せ
る
た
め
に
指
導
者
︵
釈
迦
牟
尼
︶
が
城
市
を
生
み
出
し
、
真

の
宝
を
見
つ
け
る
旅
を
再
び
始
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　

第
四
五
窟
の
南
壁
は
盛
唐
期
の
も
の
で
、﹁
観
世
音
菩
薩
普
門

品
﹂
を
も
と
に
、
観
音
菩
薩
が
信
者
を
六
つ
の
危
難
か
ら
次
々

に
救
っ
て
い
ま
す
。

　

第
二
三
窟
に
は
、
虚
空
会
の
儀
式
を
描
い
た
魅
力
あ
る
壁
画

が
あ
り
ま
すろ
︹
図
5
参
照
︺。
虚
空
会
は
、
仏
の
境
涯
の
無
辺
さ

を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
こ
の
素
晴
ら
し
い
仏
界
の
境
涯
は
私
た

ち
一
人
ひ
と
り
の
生
命
に
内
在
し
て
い
ま
す
。
潜
在
し
て
い
る

そ
の
仏
界
を
私
た
ち
も
顕
現
で
き
る
の
で
す
。
池
田
大
作
Ｓ
Ｇ

No Image

図４　「法華経変」。莫高窟第420窟（隋／６−７世紀）窟頂。斗（ます）を伏せた形の伏
斗式天井に、法華経の序品・方便品・譬喩品・見宝塔品・普門品の場面を描く。同窟の
西・南・北の三壁の各龕には仏・菩薩・比丘の塑像が配され、南壁・北壁には千仏が描
かれている。隋代は皇室に崇仏の念強く、統治が37年という短期間に、現存する莫高窟
492窟のうち約100窟を開掘している。敦煌研究院撮影
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Ｉ
︵
創
価
学
会
イ
ン
タ
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︶
会
長
が
解
説
す
る
よ
う
に
、

こ
れ
は
生
命
が
も
つ
限
り
な
き
変
革
の
可
能
性
を
示
し
て
い
ま

す
。
日
蓮
大
聖
人
は
、
あ
な
た
方
の
生
命
こ
そ
が
ま
さ
に
宝
塔

な
の
だ
と
教
え
て
い
ま
す
︹﹁
我
が
身
宝
塔
に
し
て
﹂﹁
見
大
宝
塔
と

は
我
等
が
一
身
な
り
﹂
な
ど
︺わ。
無
明
と
い
う
足
か
せ
か
ら
解
き
放

た
れ
て
、
虚
空
へ
と
翔
け
の
ぼ
る
と
き
、﹁
法
性
の
空
に
自
在
に

と
び
ゆ
く
﹂を
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

第
六
一
窟
は
、
九
四
七
年
か
ら
九
五
一
年
の
間
に
造
ら
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
敦
煌
莫
高
窟
の
中
で
も
最
も
名
高
い
聖
域
で
あ

り
、
そ
の
南
壁
に
は
、
大
衆
に
法
華
経
を
説
法
す
る
釈
迦
牟
尼

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
大
き
な
画
面
は
、
法
華
経
の
︹
二
十

八
章
の
う
ち
︺
二
十
二
の
章
の
内
容
を
描
き
出
し
て
い
ま
すが。

　

か
な
り
の
数
の
敦
煌
石
窟
で
、
仏
塔
の
中
に
二
仏
が
並
坐
す

る
姿
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を

救
い
き
る
こ
と
が
法
華
経
の
教
え
の
眼
目
で
あ
る
こ
と
を
強
く

訴
え
て
い
ま
す
。
こ
の
経
は
、
単
な
る
﹁
大
乗
仏
典
の
ひ
と
つ
﹂

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
前
の
大
乗
仏
典
と
は
対
比
的
に
区

別
さ
れ
る
べ
き
﹁
一
乗
の
根
本
テ
キ
ス
ト
﹂
そ
の
も
の
な
の 

で
す
。

No Image

図５　「虚空会の儀式」。莫高窟第23窟（盛唐／ 8世紀）南壁。北魏以来、莫高窟で虚空
会は多く描かれてきたが、このように壁全体のメインテーマとして描かれるのは珍しい。
敦煌研究院撮影
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法
華
経
は
、
一
乗
こ
そ
が
唯
一
の
道
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
に

説
か
れ
た
教
え
に
勝
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
法
華

経
は
、
そ
の
修
行
者
を
待
つ
栄
光
の
数
々
を
約
束
し
ま
す
。
中

国
の
芸
術
に
対
す
る
こ
の
経
の
深
大
な
影
響
は
、
万
人
を
包
み

込
む
そ
の
普
遍
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
︹
中

国
の
︺
北
方
と
南
方
が
一
体
と
な
る
こ
と
に
重
要
な
役
割
を
果
た

し
た
の
で
す
。
南
北
は
車
の
両
輪
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
鳥
の

両
翼
の
よ
う
に
調
和
す
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
学
術
研
究
は
、
法
華
経
を
大
乗
仏
教
の
テ
キ
ス

ト
の
ひ
と
つ
と
見
な
し
、
そ
の
結
果
、﹁
一
乗
の
経
﹂
で
あ
る
と

い
う
独
特
の
︵sui generis

︶
性
格
を
見
の
が
し
て
き
ま
し
た
。
壁

画
の
新
し
い
解
釈
は
、
敦
煌
と
い
う
世
界
に
対
す
る
新
鮮
な
洞

察
力
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
知
見
が
得
ら
れ
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
法
華
経
は
実
際
的
に
も
精
神
的
に
も
中
国
の
魂

で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

結
論
を
述
べ
れ
ば
、
法
華
経
の
教
導
の
一
貫
性
と
神
聖
さ
、

悪
の
攻
撃
へ
の
抗
戦
、
世
界
を
歓
喜
で
満
た
す
慈
雨
の
よ
う
な

教
え
、
そ
れ
ら
が
こ
の
経
を
教
主
釈
尊
が
明
か
さ
れ
た
す
べ
て

の
経
典
の
頂
点
た
る
﹁
王
冠
に
輝
く
宝
玉
﹂︵sirom

ani

︶
に
し
て

い
る
の
で
す
。
戸
田
先
生
︵Sensei

︶︹
創
価
学
会
第
二
代
会
長
︺
に

よ
り
ま
す
と
、
法
華
経
の
最
重
要
の
概
念
は
﹁
生
命
力
﹂
で
す
。

私
た
ち
が
題
目
を
唱
え
れ
ば
、
宇
宙
の
生
命
力
が
私
た
ち
の
生

命
力
と
な
っ
て
噴
出
す
る
の
で
す
。
そ
の
と
き
、
私
た
ち
は
宇

宙
の
リ
ズ
ム
と
一
体
に
な
る
の
で
す
。

︹　

︺
内
は
邦
訳
に
際
し
て
の
補
注

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
・
パ
ー
リ
語
表
記
は
英
語
原
文
に
準
じ
た

注︵
１
︶ 

ク
マ
ー
ラ
グ
プ
タ
一
世
︵
シ
ャ
ク
ラ
ー
デ
ィ
テ
ィ
ヤ
王
︶
は
一

乗
の
教
え
を
奉
じ
て
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
︵
現
在
の
東
イ
ン
ド
・

ビ
ハ
ー
ル
州
︶
の
建
物
を
建
造
し
た
と
い
う
。
玄
奘
の
﹃
大
唐

西
域
記
﹄
巻
九
に
﹁
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
︶
と
あ
る
。﹁
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

迦ク

羅ラ
ー

阿
逸デ
ィ
テ
ィ
ヤ
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
二
六
頁
︶
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︵
２
︶ ︵
原
注
︶K

enneth J. Sanders, The G
ospel for Asia: A Study of 

Three Religious M
asterpieces: G

ita, Lotus, and Fourth 
G

ospel, N
ew

 York : M
acm

illan, 1928.　

︵
３
︶ ︵
原
注
︶Saddharm

apuṇḍarīka, ed. B
. N

anjio &
 H

. 
 

K
ern, St.Petersburg, 1908-12: 79.　

︵
４
︶ ︵
原
注
︶
前
掲 Saddharm

apuṇḍarīka: 145.7. “pasyam
i aham

 
bhiksava buddha-caksusa sthaviro hy ayam

 K
asyapa buddha 

bhesyati”　

︵
５
︶ ﹃
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
﹄
創
価
学
会
、
三
五
〇
頁
。
以
下
、
法
華

経
の
引
用
は
同
書
か
ら
。

︵
６
︶ 

燃
燈
仏
は
定
︵
錠
︶
光
如
来
と
も
い
い
、
過
去
仏
の
第
一
に
記

さ
れ
る
仏
。
釈
尊
が
過
去
世
で
修
行
し
て
い
る
際
、
釈
尊
に
未

来
成
仏
の
記
別
を
与
え
た
と
い
う
。
法
華
経
に
お
い
て
、
序
品

で
は
、
同
名
の
二
万
人
の
日
月
燈
明
仏
の
う
ち
最
後
の
日
月
燈

明
仏
の
八
人
の
王
子
の
一
人
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
寿
量
品
で

は
釈
尊
が
久
遠
に
成
仏
し
た
後
に
方
便
と
し
て
説
い
た
仏
と
さ

れ
る
。

︵
７
︶ 

観
世
音
の
救
済
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
﹁
七
難
﹂
と
さ
れ
る
。

そ
の
場
合
、
挙
げ
ら
れ
た
火
難
・
水
難
・
羅
刹
難
︵
風
難
︶・

刀
杖
難
・
怨
賊
難
以
外
に
悪
鬼
難
・
枷か

鎖さ

︵
拘
束
︶
難
を
加
え
、

⑥
を
含
め
な
い
。
他
の
数
え
方
も
あ
る
。

︵
８
︶ ﹃
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
﹄
六
三
四
頁

︵
９
︶ ︵
原
注
︶The Lotus Sutra and Its O

pening and C
losing Sutras, 

trans. B
urton W

atson,Tokyo, 2009: 339.　

︵
10
︶ ︵
原
注
︶R

oderick W
hitfield, D

unhuang, C
aves of the Sing-

 
ing Sands: Buddhist Art from

 the Silk Road, London, 1995: 
316, pl.109, 110.　

︵
11
︶ ︵
原
注
︶﹃
法
寶
義
林
︵H

ôbôgirin

︶﹄︹
フ
ラ
ン
ス
語
の
和
漢
仏

教
語
辞
典
︺
第
四
分
冊
の
﹁Protection de l’Etat

︵
鎮
護
国
家
︶﹂

に
つ
い
て
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
メ
イ
︵Jacques M

ay

︶
に
よ
る
記
述

︵
三
二
二︲

三
二
七
頁
︶
を
参
照
の
こ
と
。

︵
12
︶ 

現
存
す
る
二
百
篇
以
上
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
う
ち
、
最
も
古

く
重
要
な
十
数
篇
を
古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
と
呼
ぶ
。﹃
ブ
リ
ハ

ッ
ド
・
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
﹄
は
、
そ
の
中
で

も
最
古
︵
紀
元
前
八
〇
〇
年︲

同
五
〇
〇
年
頃
︶
の
も
の
の
ひ

と
つ
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
同
様
の
思
想
は
後
期
・
古
ウ

パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
﹃
マ
イ
ト
リ
ー
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
﹄︵
六
・

二
︶
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。

︵
13
︶ ﹃
妙
法
蓮
華
経
並
開
結
﹄
一
〇
六
頁

︵
14
︶ 

ナ
ー
ラ
ン
ダ
は
、
舎
利
弗
の
出
身
地
で
あ
り
、
亡
く
な
っ
た
場

所
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
僧
・
法
顕
︵
三
三
七︲

四
二
二
年
︶
に
よ
る
旅
行
記
﹃
高
僧
法
顕
伝
﹄︵
仏
国
記
、
歴

遊
天
竺
記
伝
︶
に
も
そ
う
書
か
れ
て
お
り
、
舎
利
弗
を
し
の
ん

で
塔
︵
舎
利
弗
塔
︶
を
建
て
た
と
も
あ
る
。﹁
那
羅
聚
落
。
是

舍
利
弗
本
生
村
。
舍
利
弗
還
於
此
中
般
泥
洹
。
卽
此
處
起
塔
﹂

︵
大
正
大
蔵
経
第
五
一
巻
八
六
二
頁
下
︶

︵
15
︶ abhiseka-m

angala

は
﹁
即
位
灌
頂
式
﹂︵abhiseka

は
﹁
灌
頂

︵
即
位
︶﹂、mangala

は
﹁
吉
兆
の
／
祝
典
﹂︶、pokkharani

は
﹁
蓮

池
﹂。
即
位
の
際
、
新
王
の
頭
の
頂
に
特
別
に
準
備
さ
れ
た
蓮

池
の
水
を
注
ぐ
﹁
灌
頂
﹂
の
儀
式
を
行
っ
た
。
こ
れ
が
後
に
仏
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教
と
く
に
密
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。

︵
16
︶ 
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
聖
典
﹃
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
﹄
全
五
部
の
第
一

部
﹁
祭
儀
書
﹂。
祭
儀
・
礼
拝
用
の
頌
歌
で
、
七
十
二
章
か
ら

な
る
。

︵
17
︶ 

部
派
仏
教
の
ひ
と
つ
。

︵
18
︶ 

義
浄
﹃
大
唐
西
域
求
法
高
僧
傳
﹄
卷
上
の
慧
輪
法
師
の
項
。﹁
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
︶。﹁
い
に
し
え
の
王
・
室
利
鑠
羯
羅

昳
底
︵
シ
リ
ー
シ
ャ
ク
ラ
ー
デ
ィ
テ
ィ
ヤ
︶
が
北
天
竺
の
苾
芻

︵
ビ
ク
シ
ュ
／
僧
︶
で
あ
る
曷
羅
社
槃
［
社
］︵
ラ
ー
ジ
ャ
バ
ン

シ
ャ
︶
の
た
め
に
造
る
所
で
あ
る
﹂

︵
19
︶ 

諸
仏
典
で
﹁
波
波
利
菴
婆
林
／
波
婆
利
掩
次
林
／
波
和
利
園
／

賣
衣
者
菴
羅
園
﹂
な
ど
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

︵
20
︶ ﹁
住
⋮
北
方
覩
貨
羅
僧
寺
。
元
是
覩
貨
羅
人
爲
本
國
僧
所
造
。

其
寺
巨
富
貲
產
豐
饒
供
養
飡
設
餘
莫
加
也
。
寺
名
健
陀
羅
山
荼
﹂

︵
大
正
大
蔵
経
第
五
一
巻
五
頁
上
︶。﹁
北
方
の
覩
貨
羅
僧
寺
に

住
す
。
も
と
是
れ
覩
貨
羅
人
が
本
国
僧
の
た
め
に
造
る
所
な
り
。

其
の
寺
は
巨
富
、
資
産
豊
饒
に
し
て
供
養
飡
設
す
る
こ
と
余
に

加
う
る
も
の
な
し
。
寺
は
健
陀
羅
山
荼
と
名
づ
く
﹂

︵
21
︶ 

ホ
ー
タ
ン
で
採
れ
る
翡
翠
は
﹁
ホ
ー
タ
ン
玉
︵
和
田
玉
︶﹂
と

呼
ば
れ
、﹁
天
下
第
一
美
玉
﹂
と
し
て
絶
大
な
人
気
を
誇
っ
た
。

中
国
と
西
域
と
の
境
界
で
あ
っ
た
関
門
﹁
玉
門
関
﹂
の
名
は
、

ホ
ー
タ
ン
の
玉
が
こ
こ
を
通
り
、
中
国
内
部
に
入
っ
て
き
た
こ

と
に
由
来
す
る
。

︵
22
︶ ︵
原
注
︶F.W

. Thom
as, Tibetan Literary Texts and D

ocum
ents 

C
oncerning C

hinese Turkestan, London, 1935: 1.91.

︵
23
︶ ︵
原
注
︶
前
掲 Thom

as: 1.188-89.　

︵
24
︶ ︵
原
注
︶
前
掲 Thom

as: 1.235.　

︵
25
︶ ︵
原
注
︶
前
掲 Thom

as: 1.318.　

︵
26
︶ 

玄
奘
の
﹃
大
唐
西
域
記
﹄
で
は
昭し
ょ
う 

怙こ

釐り

伽
藍
︵
昭
怙
厘
大
寺
／

ア
ー
シ
ュ
チ
ャ
リ
ア
寺
︶
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
現
在
、
ス
バ
シ

故
城
︵
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ク
チ
ャ
郊
外
︶
と
し
て
知
ら
れ

る
仏
教
遺
跡
の
こ
と
と
も
い
う
。

︵
27
︶ 

カ
ニ
シ
カ
王
の
建
立
し
た
高
さ
四
十
余
丈
の
﹁
閻
浮
提
第
一
の
﹂

大
塔
、
い
わ
ゆ
る
﹁
雀
離
浮
図
﹂
の
こ
と
か
。

︵
28
︶ 

舎
利
弗
を
懐
妊
し
た
と
き
、
そ
の
母
も
聡
明
に
な
っ
た
と
い
う

伝
承
に
基
づ
い
て
、
智
慧
あ
る
子
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
と
予

言
し
た
。

︵
29
︶ 

慧
皎
の
﹃
高
僧
伝
﹄︵
梁
高
僧
伝
︶
で
は
、
母
は
そ
れ
以
前
に

出
家
し
て
い
る
と
し
て
い
る
。

︵
30
︶ 

岩
波
文
庫
﹃
高
僧
伝
﹄︵
一
︶
に
よ
れ
ば
、
罽
賓
は
イ
ン
ド
西

北
の
広
域
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
︵
一
四
七

頁
︶。
ま
た
、
同
書
と
は
別
に
、
こ
の
語
が
指
す
地
域
は
時
代

に
よ
っ
て
異
な
り
、
バ
ク
ト
リ
ア
方
面
も
含
ん
で
い
た
可
能
性

が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

︵
31
︶ 
前
掲
﹃
高
僧
伝
﹄
に
鳩
摩
羅
什
の
述
懐
と
し
て
﹁
吾
昔
小
乗
を

学
べ
る
は
、
人
の
金
を
識
ら
ず
し
て
鍮
石
︹
銅
の
鉱
石
、
自
然

銅
︺
を
以
っ
て
妙
と
為
す
が
如
し
﹂
と
あ
る
。﹁
吾
昔
學
小
乘

如
人
不
識
金
以
鍮
石
爲
妙
﹂︵
大
正
大
蔵
経
第
五
〇
巻
三
三
〇

頁
下
︶
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︵
32
︶ 

前
掲
﹃
高
僧
伝
﹄
に
よ
れ
ば
、
鳩
摩
羅
什
は
弘
始
三
年
︵
四
〇

一
年
︶
十
二
月
二
十
日
に
長
安
に
到
着
し
た
。

︵
33
︶ 

法
華
経
の
開
経
﹁
無
量
義
経
﹂
徳
行
品
第
一
。﹃
妙
法
蓮
華
経
並

開
結
﹄
一
八
頁
。
仏
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
。

︵
34
︶ 
法
華
経
の
結
経
﹁
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
﹂。﹃
妙
法
蓮
華
経
並
開

結
﹄
七
二
四
頁

︵
35
︶ 

前
掲
﹃
高
僧
伝
﹄。﹁
天
竺
國
俗
甚
重
文
製
。
其
宮
商
體
韻
以
入

絃
爲
善
⋮
⋮
但
改
梵
爲
秦
失
其
藻
蔚
﹂︵
大
正
大
蔵
経
第
五
〇

巻
三
三
二
頁
中
︶

︵
36
︶ 

智
顗
説
・
灌
頂
記
﹃
觀
音
玄
義
﹄
巻
上
︵
大
正
大
蔵
経
第
三
四

巻
八
九
一
頁
下
︶

︵
37
︶ ﹃
礼
記
﹄
玉
藻
篇
に
﹁
君
子
於
玉
比
德
焉
︵
君
子
、
玉
に
徳
を

比
せ
り
︶﹂、
聘
義
篇
に
﹁
君
子
比
徳
於
玉
焉
︵
君
子
、
徳
を
玉

に
比
せ
り
︶﹂
と
あ
る
。

︵
38
︶ ﹃
易
経
﹄
説
卦
伝
に
、
乾
坤
︵
天
地
︶
の
乾
に
つ
い
て
﹁
乾
爲
天
。

爲
圜
。
爲
君
。
爲
父
。
爲
玉
︵
乾
を
天
と
な
し
、
円
と
な
し
、

君
と
な
し
、
父
と
な
し
、
玉
と
な
し
︶
⋮
⋮
﹂
と
あ
る
。

︵
39
︶ ﹃
礼
記
﹄
聘
義
篇
に
、
弟
子
・
子
貢
に
対
す
る
孔
子
の
言
葉
と

し
て
、
仁
、
知
、
義
、
礼
、
楽
、
忠
、
信
、
天
、
地
、
德
、
道

の
﹁
玉
十
一
德
﹂
が
説
明
し
て
あ
る
。

︵
40
︶ ︵
原
注
︶
前
掲 W

hitfield: 274.　

︵
41
︶ ︵
原
注
︶J. LeR

oy D
avidson, The Lotus Sutra in C

hinese Art, 
1954, N

ew
 H

aven, U
SA

:15.　

︵
42
︶ ︵
原
注
︶
前
掲 W

hitfield: 297, pl.312, 314.　

︵
43
︶ ︵
原
注
︶The C

om
plete C

ollection of D
unhuang G

rottoes, ed. 

D
unhuang R

esearch Institute, H
ongkong, 1999-2002: 7. 

pl.66.　

︵
44
︶ 

創
価
学
会
版
﹃
日
蓮
大
聖
人
御
書
全
集
﹄
一
三
〇
四
頁
、
七
四

〇
頁

︵
45
︶ 

前
掲
・
御
書
全
集
、
一
五
八
四
頁

︵
46
︶ ︵
原
注
︶
前
掲 The C

om
plete C

ollection of D
unhuang G

rot-
toes: 7. pl.102; 

前
掲 W

hitfield : 2.335; The Art Treasures of 
D

unhuang, com
piled by D

unhuang Institute for C
ultural 

R
elics, H

ongkong, 1981: 105-108.　

︵N
irm

ala Sharm
a

／
イ
ン
ド
文
化
国
際
ア
カ
デ
ミ
ー

︹International A
cadem

y of Indian C
ulture

︺
教
授
︹
美
術
史
︺︶


