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ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
教
美
術
の
展
開
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小

谷

ヰイ

男

　
　
く

【
要
約
】
ガ
・
ダ
上
フ
で
い
か
な
る
仏
教
芝
露
お
・
な
わ
れ
た
か
は
、
大
乗
仏
教
の
成
立
の
研
究
と
あ
わ
せ
て
築
な
懸
で
あ
る
。
・
の
問
題
は
、
　

経
典
や
碑
文
の
研
究
を
と
お
し
て
し
だ
い
に
あ
き
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
教
の
研
究
資
料
は
、
経
典
や
碑
文
ば
か
り
で
な
く
、
廃
櫨

と
な
っ
た
仏
教
寺
院
姫
や
、
そ
こ
に
荘
厳
さ
れ
て
い
た
数
多
い
石
や
ス
ト
ゥ
コ
の
彫
刻
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
愚
書
は
あ
ま
り
に
も
イ
ン
ド
美
術
と
か
け
は

な
れ
、
西
方
美
術
の
影
響
が
つ
よ
い
の
で
、
従
来
こ
の
点
に
多
く
の
関
心
が
は
ら
わ
れ
、
ギ
リ
シ
ア
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
美
術
と
ガ
ン
ダ
r
ラ
美
術
と
の
つ

な
が
り
に
研
究
の
重
点
が
お
か
れ
た
。
私
は
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
教
彫
凋
の
様
式
的
変
化
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
教
の
展
開

と
中
止
仏
教
美
術
へ
の
関
連
を
考
え
て
み
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
五
〇
巻
【
号
　
一
九
六
穴
年
一
月

【、

K
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
背
景

　
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
教
美
術
は
イ
ン
ド
の
仏
教
美
術
に
く
ら
べ
て
、
表

現
が
き
わ
め
て
野
方
的
で
あ
る
。
従
来
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
研
究

は
、
こ
の
西
方
的
要
素
を
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
美
術
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も

ロ
ー
マ
美
術
の
影
響
と
す
る
か
に
重
点
が
お
か
れ
た
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ

美
術
に
本
質
的
影
響
を
あ
た
え
た
も
の
が
、
な
ん
で
あ
る
か
決
定
さ

れ
れ
ば
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
成
立
や
様
式
上
の
研
究
が
一
層
容
易

　
　
①

に
な
る
。

　
最
近
の
研
究
は
こ
の
点
で
十
分
な
解
決
が
で
き
た
と
は
い
い
が
た

い
が
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
成
立
春
期
に
か
ん
し
て
は
、
紀
元
第
一

世
紀
の
後
半
、
す
な
わ
ち
ク
シ
ャ
ー
ソ
王
朝
の
勃
興
と
ほ
ぼ
同
じ
と

す
る
と
こ
ろ
で
一
致
す
る
。
ヒ
ソ
ド
ゥ
ク
シ
ュ
爾
北
に
わ
た
る
ク
シ

ャ
ー
ン
王
朝
の
支
配
は
、
当
時
の
東
西
貿
易
の
変
遷
と
関
係
が
ふ
か

い
。
地
中
海
ロ
ー
マ
が
イ
ン
ド
や
中
国
と
交
易
す
る
ば
あ
い
、
古
く

か
ら
陸
、
海
の
二
つ
の
幹
線
が
あ
っ
た
。
　
一
つ
は
地
中
海
東
岸
か
ら



ガンダーラ仏教美術の展園（小谷）

カ
ス
ピ
海
の
南
方
を
と
お
り
、
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
中
国
に
い
た
る

も
の
で
あ
る
。
途
中
パ
ク
ト
リ
ア
よ
リ
イ
ン
ド
へ
む
か
う
こ
と
が
で

き
る
。
も
う
一
つ
は
地
中
海
東
岸
よ
り
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
河
を
く
だ
り
、

ペ
ル
シ
ア
湾
に
で
て
、
沿
岸
づ
た
い
に
イ
ン
ド
へ
い
た
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
幹
線
で
は
、
ど
う
し
て
も
ロ
ー
マ
と
対
立
関
係
に

あ
っ
た
パ
ル
チ
ア
の
領
土
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
紀
元
後
一
世
紀
に
な
る
と
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
西
南
岸

か
ら
、
季
節
風
を
利
用
し
て
ア
ラ
ビ
ア
海
を
横
断
す
る
新
し
い
航
路

が
発
見
さ
れ
た
。
こ
の
新
航
路
に
よ
る
と
、
ロ
ー
マ
の
商
贔
は
ア
レ

キ
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら
紅
海
に
運
ば
れ
、
ア
ラ
ビ
ア
半
島
を
ま
わ
っ
て

イ
ン
ド
の
貿
易
港
へ
燈
接
も
た
ら
さ
れ
る
。
ま
た
、
中
国
の
商
磁
は

中
央
ア
ジ
ア
を
と
お
り
、
バ
ク
ト
リ
ア
を
経
由
し
て
イ
ン
ダ
ス
河
口

　
　
　
　
　
　
②

に
運
ば
れ
て
く
る
。
こ
の
貿
易
路
が
さ
か
ん
に
な
る
と
、
ヒ
ン
ド
ゥ

ク
シ
ュ
山
脈
を
こ
え
て
、
イ
ン
ド
や
ロ
ー
マ
、
中
国
の
商
品
が
多
量

に
運
搬
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ク
シ
ュ
こ
え
の
貿
易

路
を
確
保
し
た
の
が
、
ク
シ
ャ
ー
ン
王
朝
で
あ
る
。

　
ク
シ
ャ
ー
ン
王
朝
が
い
か
に
こ
の
東
西
貿
易
に
依
存
し
て
い
た
か

を
示
す
も
の
と
し
て
、
そ
の
貨
幣
制
度
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ク
シ
ャ
ー

ン
王
朝
成
立
以
前
に
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ク
シ
ュ
の
爾
北
に
バ
ク
ト
リ
ア

の
銀
貨
が
流
通
し
た
。
銀
貨
は
ギ
リ
シ
ア
の
ド
ラ
フ
ム
を
基
準
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
現
在
の
バ
ル
フ
周
辺
か
ら
、
バ
ク
ト
リ
ア
諸
王
の

テ
ト
ラ
・
ド
ラ
フ
ム
銀
貨
が
よ
く
発
見
さ
れ
る
。
こ
の
銀
貨
糊
が
い

く
ぶ
ん
く
ず
れ
た
形
で
、
ク
シ
ャ
ー
ン
勃
興
直
前
ま
で
つ
づ
い
た
。

こ
れ
が
イ
ン
ド
・
グ
リ
ー
ク
貨
幣
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ば
あ
い
、
銀
貨
と
銅
貨
だ
け
で
金
貨
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
ク
シ
ャ
ー
ソ
王
朝
は
銀
貨
の
使
用
を
や
め
て
、
あ
ら
た
に
ロ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

マ
の
ア
ウ
レ
イ
を
基
準
と
す
る
金
貨
を
発
行
し
た
。
当
時
の
バ
ル
チ

ア
の
饗
が
な
お
ド
ラ
フ
ム
を
基
準
と
す
る
銀
貨
で
砦
か
殉
こ

の
こ
と
は
ク
シ
ャ
ー
ン
と
ロ
ー
マ
と
の
あ
い
だ
に
、
疸
接
交
渉
が
成

立
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
ク
シ
ャ
ー
ン
の
最
初
の
王
で
あ
る
ク
ジ

ュ
ラ
・
カ
ド
フ
ィ
セ
ス
（
愛
馬
郡
）
の
金
貨
は
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い

な
い
が
、
銅
貨
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
王
の
肖
像
は
、
ロ
ー
マ
皇
帯
ク
ラ

ゲ
・
ウ
ス
に
似
る
と
い
葡
つ
ぎ
の
ヴ
・
了
カ
ド
ブ
・
セ
ス
（
玉

将
珍
）
の
金
貨
は
多
く
、
こ
の
と
き
に
は
既
に
ア
ウ
レ
イ
単
位
の
金

貨
制
が
確
立
し
て
い
る
。
　
ロ
ー
マ
の
ア
ウ
レ
イ
金
貨
と
は
、
ア
ウ
グ

ス
ト
ゥ
ス
の
時
代
に
、
主
と
し
て
葉
方
貿
易
の
た
め
に
打
刻
さ
れ
た

も
の
で
あ
輌
寮
竺
ア
ウ
レ
イ
が
七
．
九
五
σ
b
で
あ
る
・
ク
シ

ャ
…
ン
の
金
貨
の
重
量
が
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
グ
プ
タ
王
朝
も
、

89　（89）



ク
シ
ャ
ー
ン
金
貨
の
影
響
を
う
け
て
、
同
じ
重
量
の
金
貨
を
発
行
し

⑧た
。
こ
れ
も
同
じ
東
西
貿
易
か
ら
す
る
経
済
体
制
の
一
環
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
の
カ
ニ
シ
ェ
カ
、
フ
ヴ
ィ
シ
ュ
カ
、
ヴ
ァ
ス
デ
ヴ
ァ
の
ク
シ

ャ
ー
ン
王
朝
は
最
盛
期
を
む
か
え
た
。
一
九
三
七
年
に
、
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
考
古
学
調
査
隊
に
よ
っ
て
、
カ
ピ
シ
・

ベ
グ
ラ
ム
の
二
つ
の
宮
殿
宝
庫
か
ら
、
多
蚤
の
ロ
ー
マ
青
銅
製
品
、

ガ
ラ
ス
製
品
、
中
国
の
漆
器
、
イ
ン
ド
の
象
、
牙
細
工
な
ど
が
発
見
さ

　
⑨

れ
た
。
盛
期
ク
シ
ャ
ー
ン
の
あ
い
だ
に
あ
つ
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
西
暦
二
四
一
年
こ
ろ
、
ク
シ
ャ
！
ン
王
朝
は
サ
ー
サ
ー
ソ
の
シ
ャ
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ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
前
半
期

ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
後
半
期

ー
プ
ー
ル
一
世
の
侵
略
を
う
け
、
ク
シ
ャ
ー
ソ
盛
期
の
体
翻
は
く
ず

　
憩

れ
た
。
そ
の
こ
に
発
行
さ
れ
る
賞
幣
を
み
る
と
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
ク
シ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
北
と
南
で
は
、
ち
が
っ
た
形
式
の
金
貨
が
打
刻
さ
れ
る
。
貨
幣
の

王
肖
像
（
表
）
や
守
護
神
（
裏
）
の
表
現
に
ち
が
い
が
あ
る
が
、
金

貨
の
重
量
は
同
じ
で
あ
る
。
ヒ
ソ
ド
ゥ
ク
シ
ュ
こ
え
の
東
西
貿
易
は

以
前
ほ
ど
頻
繁
で
は
な
い
が
、
分
裂
し
た
ク
シ
ャ
ー
ン
領
を
通
じ
て

な
お
つ
づ
い
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。

　
ク
シ
ャ
ー
ン
の
領
土
は
、
一
二
四
〇
年
ご
ろ
ふ
た
た
び
サ
ー
サ
ー
ン

の
シ
ャ
ー
プ
ー
ル
二
世
の
侵
略
を
う
け
、
一
時
サ
ー
サ
ー
ソ
の
影
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

（
後
半
期
）

が
つ
よ
く
な
る
。
そ
の
あ
と
、
三
八
○
年
ご
ろ

キ
ダ
ー
ラ
王
が
ヒ
ソ
ド
ゥ
ク
シ
ュ
の
北
か
ら
興

り
、
南
北
の
ク
シ
ャ
ー
ン
を
再
統
一
し
た
。
キ

ダ
ー
ラ
王
も
従
来
の
基
準
で
ク
シ
ャ
ー
ソ
金
貨

を
発
行
す
る
が
、
以
前
ほ
ど
素
質
は
よ
く
な
い
。

キ
ダ
ー
ラ
王
死
後
、
同
じ
タ
イ
プ
の
金
貨
が
打

刻
さ
れ
る
が
、
等
質
は
さ
ら
に
悪
く
な
り
、
金

と
銀
の
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
貨
幣
と
な
る
。
こ
の
エ

レ
ク
ト
ロ
ン
貨
…
幣
が
ク
シ
ャ
ー
ン
金
貨
の
最
後

を
示
す
。
そ
れ
い
こ
ヒ
ン
ド
ゥ
ク
シ
ュ
南
北
で

go　（ge）
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金
貨
が
打
刻
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
ち
ト
軌
う
ど
四
〇
〇
年
ご
ろ

で
あ
る
。
そ
の
こ
ヒ
ソ
ド
ゥ
ク
シ
ュ
南
北
を
支
配
し
た
エ
フ
タ
ル
、

西
ト
ル
コ
は
サ
ー
サ
ー
ン
風
の
銀
貨
を
発
行
す
る
が
、
金
貨
を
打
刻

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
キ
ダ
ー
ラ
・
ク
シ
ャ
ー
ン
は
金
貨
の
ほ
か

に
、
サ
ー
サ
ー
ソ
風
の
銀
貨
を
発
行
し
た
か
ら
、
こ
れ
が
過
渡
期
だ

　
　
　
　
　
⑬

つ
た
と
い
え
る
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
サ
ー
サ
ー
ソ
の
銀
貨
が
そ
の
ま

ま
流
通
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
繭
暦
四
〇
〇
年
ご
ろ
の
ク
シ
ャ
ー
ン
金
貨
の
終
焉
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ

ク
シ
ュ
こ
え
の
東
西
貿
易
の
衰
微
を
い
み
す
る
。
そ
の
仲
介
者
で
あ

っ
た
ク
シ
ャ
ー
ン
人
に
と
っ
て
は
、
電
量
な
経
済
的
基
盤
が
失
な
わ

れ
た
こ
と
に
な
る
。
仏
教
の
擁
護
者
で
あ
り
話
者
で
あ
っ
た
ク
シ
ャ

ー
γ
人
勢
力
の
衰
え
は
、
仏
教
美
術
に
も
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
に

ち
が
い
な
い
。

　
ク
シ
ャ
ー
ン
王
朝
の
滅
亡
（
四
五
〇
年
ご
ろ
）
が
、
必
ず
し
も
ガ
ン

ダ
：
ラ
仏
教
美
術
の
終
焉
を
い
み
し
な
い
が
そ
の
こ
の
仏
教
受
訴
は

製
作
も
減
少
し
、
ご
く
隈
ら
れ
た
地
域
で
存
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
二
、
菩
薩
像
の
二
つ
の
タ
イ
プ

ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
西
方
的
表
現
と
あ
わ
せ
、
イ
ン
ド
古
代
初
期

美
術
と
の
大
き
な
相
違
は
、
そ
れ
ま
で
イ
ン
ド
で
象
徴
的
に
し
か
表

現
さ
れ
な
か
っ
た
ブ
ッ
ダ
が
、
ガ
ン
ダ
…
う
で
は
人
閻
の
姿
で
表
現

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ド
古
代
初
期
美
術
は
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美

術
と
同
じ
く
本
生
諏
と
あ
わ
せ
仏
子
図
を
彫
刻
し
た
。
ブ
ヅ
ダ
の
姿

を
必
要
と
す
る
ば
あ
い
、
菩
提
樹
、
仏
足
跡
、
法
輪
、
仏
塔
な
ど
で

象
徴
的
に
表
現
し
た
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
で
は
、
こ
の
象
徴
的
表
現

は
な
く
、
ブ
ッ
ダ
は
、
は
じ
め
か
ら
人
間
の
姿
で
表
現
さ
れ
た
。
こ

の
よ
う
な
ブ
ヅ
ダ
の
あ
つ
か
い
か
た
の
ち
が
い
に
は
、
ブ
ッ
ダ
観
そ

の
も
の
の
変
化
が
推
測
さ
れ
、
ブ
ッ
ダ
の
人
間
的
表
現
と
い
う
変
化

を
大
乗
仏
教
の
成
立
と
考
え
る
み
か
た
も
あ
る
が
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
や

マ
ト
ゥ
ラ
ー
の
仏
像
に
、
し
ば
し
ば
部
派
の
名
称
が
刻
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
大
乗
仏
教
の
発
生
と
同
じ
に
考
え
る
必
要
は

　
⑭

な
い
。
薩
接
に
は
、
神
々
の
像
を
理
想
的
な
人
聞
の
姿
で
え
が
い
た

西
方
美
術
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
礼
拝
像
に
は
、
仏
醸
の
ほ
か
に
菩
薩
像
が
つ

く
ら
れ
た
。

　
仏
搬
と
菩
薩
像
の
区
瑚
は
明
瞭
で
あ
る
。
釈
迦
牟
尼
ブ
ッ
ダ
は
出

家
し
た
と
き
に
、
ぜ
い
た
く
な
衣
服
、
装
身
具
を
と
り
さ
っ
て
、
質

素
な
修
道
僧
の
み
な
り
に
な
っ
た
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
ブ
ッ
ダ
は
、
ひ
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だ
の
多
い
外
衣
を
ま
と
う
だ
け
の
姿
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
頭
部
に
は

肉
讐
、
眉
間
に
白
毫
を
つ
け
て
ブ
ッ
ダ
の
特
車
を
あ
ら
わ
す
。
頭
後

に
は
円
光
背
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
菩
薩
は
さ
と
り
に
到
達
す

る
以
前
の
姿
を
あ
ら
わ
し
、
．
頸
飾
や
胸
飾
の
野
路
、
腕
環
、
耳
飾
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ド
テ
イ
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヨ
　
ル

を
つ
け
、
頭
部
に
は
王
冠
か
冠
帯
を
つ
け
る
。
下
裳
を
は
き
、
肩
掛

を
左
肩
か
ら
正
面
に
垂
ら
す
。
そ
の
服
装
は
当
時
の
王
老
の
姿
に
く

ら
べ
ら
れ
る
。
菩
薩
も
白
毫
、
円
光
背
を
つ
け
、
ブ
ッ
ダ
と
と
も
に

礼
拝
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
菩
薩
の
服
装
、
装
飾
は
み
な
一
様
に
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
の
で
区
別
し
に
く
い
が
、
た
だ
頭
部
に
つ
い
て
み
る
と
、
王

冠
を
つ
け
る
も
の
と
、
王
冠
を
つ
け
ず
髪
を
た
ば
ね
、
冠
帯
を
ま
わ

す
だ
け
の
も
の
と
が
み
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
菩
薩
は
王
冠
型
菩

薩
と
束
髪
型
菩
薩
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
わ
け
ら
れ
る
。

　
束
髪
型
菩
薩
は
髪
の
た
ば
ね
具
合
で
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
三
つ
に
分

類
さ
れ
る
。
0
、
髪
を
頂
上
で
二
つ
に
折
り
、
一
つ
の
端
が
環
状
に

な
り
、
他
の
端
が
垂
れ
る
も
の
。
⇔
、
髪
が
二
つ
の
環
状
に
た
ば
ね

ら
れ
、
水
平
の
8
字
形
に
な
る
も
の
。
繭
、
ブ
ッ
ダ
の
肉
讐
の
よ
う

に
頂
上
で
ま
る
く
た
ば
ね
ら
れ
た
も
の
。

　
こ
れ
ら
の
菩
薩
は
原
則
と
し
て
左
手
に
水
瓶
を
も
つ
こ
と
が
注
意

さ
れ
る
（
挿
図
2
の
台
座
）
。

　
王
冠
型
菩
薩
は
、
中
央
の
む
す
び
群
が
ら
左
右
に
装
飾
帯
を
ま
わ

し
た
も
の
で
、
中
央
の
む
す
び
目
の
う
え
に
は
扇
の
よ
う
な
ま
る
い

飾
板
が
あ
り
、
　
そ
の
中
心
に
柄
形
が
さ
し
こ
ま
れ
て
い
る
。
　
こ
の

王
冠
は
菩
薩
の
ほ
か
、
王
族
や
天
神
の
宝
冠
と
し
て
も
あ
ら
わ
さ
れ

る
。
　
（
挿
図
1
）

　
で
は
、
こ
の
二
種
の
菩
薩
は
な
に
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

束
髪
菩
薩
に
か
ん
し
て
は
、
種
々
の
例
か
ら
弥
勤
像
で
あ
る
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
。
王
冠
菩
薩
に
つ
い
て
は
、
太
子
シ
ッ
ダ
ー
ル
臥
像
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ほ
か
、
人
に
よ
っ
て
文
殊
菩
薩
あ
る
い
は
観
音
菩
薩
と
も
い
う
が
、

た
し
か
な
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
局
は
み
な
太
子
シ
ッ
ダ

！
ル
タ
あ
る
い
は
釈
迦
牟
尼
ブ
ッ
ダ
の
菩
薩
の
姿
と
考
え
て
さ
し
つ

か
え
な
い
と
お
も
う
。
つ
ぎ
に
こ
の
二
つ
の
菩
薩
像
を
検
討
す
る
。

　
〔
弥
勤
菩
薩
〕
　
束
髪
型
で
左
手
に
水
瓶
を
も
つ
菩
薩
像
が
弥
勤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

と
考
え
た
の
は
、
A
・
フ
ー
シ
ェ
で
あ
る
。

　
七
つ
の
仏
立
像
と
一
つ
の
菩
薩
立
像
が
な
ら
ぶ
像
が
あ
り
、
七
体

の
仏
立
像
は
左
か
ら
毘
婆
F
仏
、
P
棄
仏
、
禽
舎
婆
仏
、
拘
楼
孫
仏
、

拘
那
含
仏
、
迦
葉
仏
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
過
去
七
仏
で
あ
り
、
最
後
が

未
来
の
仏
で
あ
る
弥
勒
で
あ
る
。
過
玄
七
仏
と
弥
勒
を
系
統
的
に
な
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挿図1　太子シヅダールタ思惟像　ガンダーラ挿図2　定光仏の予言　ショトラク

　
　
　
　
　
　
⑱

ら
べ
た
も
で
あ
る
。
こ
の
最
後
の
弥
勒
像
が
、
束
髪
で
左

手
の
に
水
瓶
を
も
つ
菩
薩
形
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
同

じ
よ
う
な
例
が
、
ラ
ー
ン
ル
博
物
館
の
「
釈
迦
牟
尼
説
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

図
」
の
浮
彫
の
台
座
に
も
み
ら
れ
る
。

　
イ
ン
ド
古
代
初
期
美
術
で
は
、
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
や
サ
ソ

チ
ー
に
過
去
七
隈
の
あ
ら
わ
さ
れ
た
例
が
あ
る
。
サ
ン
チ

　
　
　
　
　
　
⑳

一
は
大
塔
四
門
に
、
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
は
欄
楯
の
浮
彫
の
な

　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
に
み
い
だ
さ
れ
る
。
当
時
は
ブ
ッ
ダ
の
人
間
的
表
現
は

な
く
、
こ
れ
に
か
わ
る
菩
提
樹
や
仏
塔
で
示
さ
れ
、
バ
ー

ル
フ
ッ
ト
の
ば
あ
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
過
去
仏
の
名
称
が

刻
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
古
代
初
期
美
術
で
は
、
過
去
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

仏
の
み
で
弥
勤
を
加
え
て
表
現
し
た
例
が
な
い
。
弥
勤
の

信
仰
が
つ
よ
ま
る
の
は
、
ク
シ
ャ
ー
ソ
時
代
に
な
っ
て
か

ら
の
こ
と
と
お
も
わ
れ
る
。

　
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
影
響
を
う
け
た
中
イ
ン
ド
の
マ
ト

ゥ
ラ
ー
や
ア
ヒ
ッ
チ
ャ
ト
ラ
で
も
、
水
瓶
を
も
っ
た
ガ
ン

ダ
ー
ラ
式
弥
勤
菩
薩
が
み
ら
れ
る
。
と
く
に
、
そ
の
二
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
は
「
弥
勤
像
」
の
刻
文
が
あ
る
。

　
〔
釈
迦
牟
尼
菩
薩
〕
　
王
冠
菩
薩
で
太
子
シ
ッ
ダ
ー
ル
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タ
あ
る
い
は
釈
迦
牟
尼
の
菩
薩
像
を
あ
ら
わ
す
例
は
、
浮
彫
の
謬
伝

図
に
多
い
が
、
独
立
像
の
ば
あ
い
も
よ
く
み
ら
れ
る
。
挿
図
は
シ
ヅ

ダ
ー
ル
タ
太
子
の
瞑
想
の
姿
で
あ
る
。

　
あ
る
と
き
、
太
子
は
父
王
の
許
し
を
え
て
、
群
臣
と
田
舎
へ
い
く
。

こ
の
浮
彫
の
台
座
に
、
二
頭
の
牛
に
黎
を
ひ
か
せ
て
耕
作
す
る
農
夫

の
姿
が
え
が
か
れ
て
い
る
。
太
子
は
し
ば
ら
く
農
夫
の
苦
し
み
働
く

の
を
み
、
ほ
り
お
こ
さ
れ
た
土
の
中
の
虫
け
ら
が
鳥
に
つ
い
ば
ま
れ

て
い
く
の
を
み
て
、
深
い
憂
に
沈
ん
で
、
ジ
ャ
ン
プ
の
樹
の
下
で
坐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

禅
を
く
み
瞑
想
に
は
い
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
例
を
あ
げ
る
と
、
挿
図
2
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の

シ
ョ
ト
ラ
ク
の
餓
工
品
で
あ
る
。
中
央
の
大
き
な
仏
が
定
光
仏
（
燃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

燈
仏
）
で
、
こ
の
彫
刻
は
デ
ィ
ー
パ
ン
カ
ラ
本
生
謙
を
あ
ら
わ
す
。

　
メ
イ
ガ
と
い
う
バ
ラ
モ
ン
修
道
僧
が
定
光
仏
を
礼
拝
し
、
供
養
の

し
る
し
に
五
つ
の
蓮
華
の
花
を
投
ず
る
と
、
不
思
議
に
仏
の
頭
上
に

と
ど
ま
っ
て
お
ち
て
こ
な
い
。
つ
づ
い
て
二
つ
の
蓮
華
を
投
ず
る
が
、

や
は
り
同
じ
で
あ
る
。
覆
没
は
み
な
驚
嘆
す
る
。
そ
こ
で
定
光
仏
は
、

メ
ー
ガ
が
将
来
に
釈
迦
牟
尼
仏
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
言
す
る
。

メ
ー
ガ
は
さ
ら
に
定
光
仏
の
足
が
泥
で
よ
ご
れ
な
い
よ
う
に
、
膚
分

の
鹿
皮
の
着
物
を
ぬ
ぎ
、
髪
を
と
い
て
地
面
に
敷
く
。
こ
の
画
瀟
で

は
、
定
光
仏
の
右
足
が
メ
ー
ガ
の
長
髪
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
定
光
仏

の
右
側
の
下
に
は
、
蓮
華
の
花
を
投
ず
る
メ
ー
ガ
と
、
着
物
と
髪
を

地
面
に
敷
い
て
ひ
れ
ふ
す
メ
ー
ガ
の
姿
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
左
側
の

下
に
は
メ
イ
ガ
が
将
来
に
釈
迦
牟
尼
と
し
て
生
れ
る
姿
を
あ
ら
わ
す
。

こ
の
と
き
の
釈
迦
牟
尼
像
が
王
冠
菩
薩
の
姿
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
画
．
面
の
台
座
に
別
の
浮
彫
が
あ
る
。
中
央
に
菩
薩
坐
像
と
四

人
の
供
養
者
を
え
が
く
。
菩
薩
像
は
王
冠
の
な
い
束
髪
型
で
、
水
瓶

を
も
た
な
い
が
弥
勒
菩
薩
と
お
も
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
彫

灘
全
体
で
は
、
定
光
仏
（
過
去
）
、
釈
迦
牟
尼
（
現
在
）
、
弥
勒
菩
薩

（
未
来
）
の
三
つ
を
系
譜
的
に
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。

　
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
影
響
を
う
け
た
マ
ト
ゥ
ラ
ー
の
彫
刻
に
も
、

過
去
七
仏
と
弥
勒
の
尊
像
が
あ
る
。
3
は
そ
の
な
か
で
も
少
し
か
わ

　
　
　
　
　
⑳

つ
た
例
で
あ
る
。
こ
の
浮
彫
の
上
段
は
仏
伝
図
を
あ
ら
わ
し
、
下
段

は
過
掛
仏
と
弥
勒
を
な
ら
べ
る
。
た
だ
、
浮
彫
の
左
側
が
欠
損
し
て

い
て
、
過
去
七
難
の
う
ち
、
は
じ
め
の
四
仏
を
欠
く
。
第
五
、
第
六

仏
は
普
通
の
坐
仏
で
あ
る
が
、
次
の
釈
迦
牟
尼
仏
に
あ
た
る
第
七
番

目
は
、
王
冠
を
つ
け
た
菩
薩
の
姿
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
過
去
七
仏
の

中
の
釈
迦
牟
尼
仏
が
菩
薩
形
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
は
珍
ら
し
い
。
釈

迦
牟
尼
を
菩
薩
の
姿
で
礼
拝
す
る
傾
向
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
生
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環と鯉穿撒ミ軍職鯉．璽診

挿図3　山伝と過去七仏・弥勒　マトゥラー

み
だ
し
た
も
の

と
お
も
え
る
。

第
八
番
目
の
弥

勒
像
は
、
左
手

に
水
瓶
を
も
っ

た
王
冠
な
し
の

菩
薩
形
で
あ
る
。

　
以
上
の
二
つ

の
菩
薩
像
の
タ

イ
プ
は
ガ
ン
ダ

ー
ラ
ば
か
り
で

な
く
、
イ
ン
ド

の
マ
ト
ゥ
ラ
ー

や
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
の
シ
ョ
ト

ラ
ク
に
も
み
ら

れ
る
が
、
さ
ら

に
ヒ
ン
ド
ゥ
ク

シ
ュ
山
脈
を
こ

え
た
オ
ク
サ
ス
河
畔
に
も
そ
の
例
が
あ
る
。
図
版
1
1
．
2
は
ク
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

ド
ゥ
ズ
出
土
の
石
灰
岩
浮
彫
で
あ
る
。
二
つ
の
浮
彫
は
上
下
二
段
に

分
れ
、
上
段
に
仏
伝
図
、
下
段
に
は
楯
撲
形
ア
ー
チ
の
下
に
菩
薩
立

像
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
図
版
1
1
の
菩
薩
は
束
髪
水
瓶
の
弥
勒

菩
薩
、
図
版
1
②
は
王
冠
の
釈
迦
牟
尼
菩
薩
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
な

お
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
式
二
菩
薩
の
表
現
が
み
と
め
ら
れ
る
。
た
だ
、
ガ
ン

ダ
ー
ラ
菩
薩
像
よ
り
表
現
は
や
や
簡
略
に
な
り
、
か
た
い
線
的
表
現

と
正
面
性
の
傾
向
が
み
ら
れ
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
シ
ョ
ト
ラ
ク
の

彫
刻
に
ち
か
い
。
石
材
が
白
い
石
灰
岩
で
あ
る
点
で
は
、
緑
泥
片
岩

を
つ
か
っ
た
シ
ヌ
ト
ラ
ク
よ
り
、
さ
ら
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
中
心

か
ら
隔
っ
た
中
央
ア
ジ
ア
の
仏
教
美
術
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
中
国
に
お
い
て
も
、
こ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
式
弥
勒
菩
薩
像
の
例
が
あ

る
。
陳
西
省
三
原
県
出
土
で
、
現
在
、
京
都
の
藤
井
有
隣
館
の
所
蔵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

に
な
る
高
さ
ω
ω
・
0
。
日
の
渡
金
像
で
あ
る
。
頭
部
が
束
髪
型
で
、
左

手
に
水
瓶
を
も
つ
。
衣
裳
も
よ
く
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
弥
勒
菩
薩
の
お
も

む
き
を
つ
た
え
て
い
る
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
盛
期
、
あ
る
い
は
そ

れ
に
ち
か
い
も
の
が
早
く
中
国
に
つ
た
わ
っ
た
例
で
あ
る
。
現
存
の

中
国
金
銅
仏
の
最
古
の
も
の
で
、
製
作
時
期
は
西
暦
三
〇
〇
年
を
く

だ
ら
な
い
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
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こ
こ
で
ガ
ン
ダ
ー
ラ
菩
薩
像
の
な
か
の
特
殊
な
例
を
あ
げ
て
お
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

と
、
王
冠
の
扇
形
の
な
か
に
坐
仏
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
あ
る
。
一
般

に
、
こ
の
坐
仏
を
阿
弥
陀
化
仏
と
み
て
、
観
音
菩
薩
像
と
考
え
る
が
、

菩
薩
頭
部
に
坐
仏
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
れ
を
観
音
像

と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
観
音
像
が
頭
上
に
陸
陸
を
も
つ

と
い
う
の
は
、
　
「
観
無
量
寿
経
』
に
よ
る
も
の
で
、
中
尊
が
阿
弥
陀

（
無
量
寿
）
仏
で
あ
る
と
き
に
の
み
確
実
に
適
用
さ
れ
る
。
ク
シ
ャ

ー
ソ
時
代
の
マ
ト
ゥ
ラ
ー
の
菩
薩
像
（
ラ
ク
ノ
ー
博
物
館
）
で
、
頭
部

に
廃
仏
を
あ
ら
わ
す
も
の
が
あ
り
、
　
》
・
囚
◆
O
o
o
9
鴛
霧
芝
p
日
劇
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

観
音
像
の
も
っ
と
も
早
い
例
と
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
れ
．
を
既
に
の

べ
た
マ
ト
ゥ
ラ
ー
の
過
去
七
仏
と
弥
勒
の
浮
彫
（
挿
図
3
）
と
く
ら
べ

て
み
る
と
、
頭
部
の
装
飾
と
い
い
、
水
瓶
を
も
つ
点
と
い
い
、
列
像

の
な
か
の
弥
勒
菩
薩
像
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ラ
ク
ノ
ー
博
物
館
の
坐

仏
を
も
つ
菩
薩
は
、
観
音
像
で
は
な
く
て
弥
勒
像
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
菩
薩
の
頭
部
装
飾
に
は
、
坐
仏
の
ほ
か
、
獣
面
や
馬
車
を
駆
る
太

陽
神
ス
ー
リ
ヤ
の
像
を
お
さ
め
た
も
の
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
義

は
ま
た
べ
つ
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
、
三
尊
像
形
式
の
成
立

　
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
教
美
術
の
礼
拝
像
に
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
と
特
殊
な

ば
あ
い
に
過
去
仏
が
あ
ら
わ
さ
れ
、
菩
薩
像
と
し
て
釈
迦
牟
尼
菩
薩

と
弥
勒
菩
薩
の
二
つ
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
基
本
図
像
を
手
が
か
り

に
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
後
半
期
の
展
開
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ず
、
シ
ョ
ト

鍵箋難襲鰻遡墾
　　　　　挿図4　仏と菩薩の三尊ショトラク（J．Meuni6による）

ラ
ク
の
二
つ
の
浮

彫
を
あ
げ
る
。
挿

図
は
中
央
に
釈
迦

牟
尼
仏
立
像
、
そ

の
右
側
に
水
瓶
を

も
っ
た
弥
勒
菩
薩
、

左
側
に
王
冠
の
釈

迦
牟
尼
菩
薩
を
お

く
。
両
端
に
比
丘

と
ス
キ
タ
イ
服
の

供
養
者
を
な
ら
べ

る
。
中
央
の
三
尊

像
は
、
ガ
ン
ダ
ー

ラ
の
三
種
の
礼
拝
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樗
艦
．

降
着

「9

D、

﨟
A
『
」
・
瀬
門

謡
寄
藻
」
ヒ
ー

・
乳
筆
島
餐

挿図5　仏と菩薩の三尊　ショトラク

　　　（J．Meuni6による）

像
を
並
べ

た
も
の
と

　
　
⑭

い
え
る
。

　
挿
図
5

は
破
損
し

て
い
る
が
、

や
は
り
三

尊
像
で
あ

る
。
右
側

に
メ
ー
ガ

の
頭
髪
を
ふ
ん
だ
定
光
仏
、
中
央
が
一
ま
わ
り
大
き
な
釈
迦
牟
尼
仏
、

左
側
は
現
在
、
足
と
光
背
の
形
跡
し
か
遺
っ
て
い
な
い
が
、
順
序
と

し
て
束
髪
水
瓶
の
弥
勒
菩
薩
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。

　
以
上
の
三
尊
像
の
ほ
か
に
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
後
半
期
に
は
、

特
別
の
形
式
の
三
尊
像
が
表
現
さ
れ
る
欲
う
に
な
っ
た
。
二
つ
の
例

を
あ
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
⑳

　
図
版
1
1
2
は
、
中
央
の
大
き
な
蓮
華
座
に
結
跡
鉄
坐
す
る
ブ
ヅ

ダ
を
あ
ら
わ
す
。
右
肩
の
衣
を
ぬ
ぎ
（
偏
祖
右
肩
）
、
両
手
を
胸
で

く
み
あ
わ
せ
た
説
法
の
姿
で
あ
る
。
そ
の
右
側
に
は
、
花
薄
を
手
に

し
た
王
冠
菩
薩
、
左
側
に
は
水
瓶
（
欠
損
）
を
手
に
し
た
束
髪
の
弥
勒

菩
薩
が
た
つ
。
ブ
ッ
ダ
の
両
肩
の
と
こ
ろ
に
、
イ
ン
ド
ラ
神
（
左
側
）

と
ブ
ラ
ー
フ
マ
神
（
右
側
）
の
小
さ
な
胸
像
が
み
と
め
ら
れ
る
。
ブ

ッ
ダ
の
頭
上
に
は
樹
葉
が
ひ
ろ
が
っ
て
天
蓋
の
よ
う
に
な
り
、
そ
こ

に
三
坐
像
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
菩
薩
の
頭
上
に
は
そ
れ
ぞ
れ
小

さ
な
祠
堂
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
も
菩
薩
坐
像
が
あ
る
。

　
図
版
H
1
3
は
、
さ
き
の
例
と
同
じ
構
図
で
、
蓮
華
座
に
雪
国
跣

坐
し
て
説
法
す
る
ブ
ッ
ダ
と
、
左
側
に
王
冠
菩
薩
、
右
側
に
水
瓶
束

髪
の
弥
勒
菩
薩
を
お
く
。
イ
ン
ド
ラ
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
神
の
小
像
も
み

え
る
。
蓮
華
座
の
下
方
に
二
人
の
供
養
者
像
が
あ
る
。
樹
葉
が
天
蓋

が
ご
く
簡
単
に
な
り
、
そ
の
左
右
に
坐
仏
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

　
こ
の
浮
彫
を
さ
き
の
図
版
H
－
2
と
く
ら
べ
て
み
る
と
、
衣
文
の

嚢
の
表
現
が
簡
略
と
な
り
、
た
だ
平
行
す
る
二
本
の
溝
で
あ
ら
わ
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
ブ
ヅ
ダ
の
波
状
髪
も
い
ち
じ
る
し
く
形
式
化
し

た
表
現
と
な
る
。
二
つ
の
製
作
時
期
は
、
浮
彫
1
1
2
が
中
期
（
二

五
〇
1
三
五
〇
年
）
、
皿
1
3
が
晩
期
（
三
五
〇
i
四
五
〇
年
）
こ

ろ
の
も
の
と
い
え
る
。

　
臣
．
閏
。
燭
。
げ
魯
は
こ
の
よ
う
な
三
尊
像
浮
彫
が
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ス
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

イ
の
神
変
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
考
え
た
。
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
の
神
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変
と
は
、
ブ
ッ
ダ
が
シ
偽
ラ
ヴ
輔
ノ
入
テ
ィ
（
舎
衛
城
）
の
城
外
で
、

不
思
議
な
力
で
奇
蹟
を
お
こ
な
い
、
外
道
六
師
を
混
乱
さ
せ
、
多
数

の
人
々
を
善
法
に
み
ち
び
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
奇
蹟
は
、
ま

ず
ブ
ッ
ダ
が
さ
ま
ざ
ま
な
姿
で
空
中
を
あ
る
き
、
か
ら
だ
の
上
方
か

ら
火
魑
を
、
足
下
か
ら
水
を
ふ
き
だ
す
も
の
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
、

龍
王
の
ナ
ン
ダ
と
ウ
パ
ナ
ソ
ダ
の
つ
く
り
だ
す
大
き
な
蓮
華
の
う
え

に
坐
し
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
と
イ
ン
ド
ラ
が
そ
の
左
右
の
席
を
占
め
る
。

そ
の
蓮
華
か
ら
つ
ぎ
つ
ぎ
と
同
じ
よ
う
な
ブ
ッ
ダ
の
坐
す
る
蓮
華
が

出
現
し
、
天
地
四
方
に
ひ
ろ
が
り
、
天
に
ま
で
達
し
た
と
い
う
。

　
》
・
国
○
郎
。
げ
臼
は
ブ
ヅ
ダ
が
説
法
の
姿
で
蓮
華
座
に
坐
す
こ
と
、

一一

l
の
脇
侍
を
と
る
こ
と
な
ど
に
注
醤
し
、
サ
ル
ナ
ー
ト
の
釈
迦
八

相
図
を
あ
ら
わ
す
浮
彫
と
く
ら
べ
、
そ
の
な
か
の
シ
ェ
ラ
ヴ
ァ
ス
テ

ィ
の
神
変
図
と
同
じ
に
考
え
た
。
》
・
硝
。
自
○
げ
自
は
経
典
に
し
た
が

い
、
ブ
ヅ
ダ
の
両
脇
侍
の
王
冠
菩
薩
を
イ
ン
ド
ラ
神
に
、
束
髪
水
瓶

の
菩
薩
を
ブ
ラ
ー
フ
マ
と
考
え
た
が
、
既
に
の
べ
た
よ
う
に
、
二
つ

の
脇
侍
は
釈
迦
牟
尼
菩
薩
と
弥
勒
菩
薩
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。

イ
ン
ド
ラ
と
ブ
ラ
ー
フ
マ
を
み
と
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
の
両

肩
上
に
小
さ
く
あ
ら
わ
さ
れ
た
像
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
世

の
研
究
者
は
必
ず
し
も
こ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
浮
彫
が
、
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ

ス
テ
イ
の
神
変
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
は
考
え
な
い
。
こ
れ
を
一
仏
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

菩
薩
の
普
通
の
三
尊
像
と
み
る
み
か
た
も
あ
る
が
、
蓮
華
座
の
三
尊

像
は
、
シ
ョ
ト
ラ
ク
な
ど
の
単
純
な
一
直
二
菩
薩
と
は
ち
が
っ
て
、

な
に
か
特
定
の
情
景
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
え
る
。

　
こ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
も
う
一
つ
の
浮
彫
を
あ
げ
る
（
嵩
置
H
／

1
）
。

　
ブ
ヅ
ダ
が
大
さ
な
蓮
華
の
う
え
に
結
寸
鉄
坐
し
て
説
法
す
る
姿
は
、

さ
き
の
三
尊
像
の
浮
彫
と
同
じ
で
あ
る
。
二
菩
薩
の
脇
侍
が
み
ら
れ

ず
、
ブ
ヅ
ダ
の
周
囲
に
は
、
大
勢
の
菩
薩
や
諸
神
が
い
ろ
い
ろ
の
姿

勢
で
ブ
ッ
ダ
の
説
法
に
耳
を
か
た
む
け
て
い
る
。
ブ
ッ
ダ
の
頭
上
は

樹
葉
や
花
で
お
お
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
が
、
い
ま
は
破
損
し
て
い
る
。

そ
こ
に
は
天
蓋
を
も
っ
た
キ
ン
ナ
ラ
や
飛
天
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
た

と
お
も
わ
れ
る
。
下
方
の
蓮
池
で
、
水
か
ら
上
半
身
を
だ
し
て
い
る

の
が
、
龍
正
ナ
ン
ダ
、
ウ
パ
ナ
ン
ダ
た
ち
で
あ
ろ
う
か
。

　
で
は
、
群
衆
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
説
法
す
る
ブ
ッ
ダ
の
姿
は
な
に

を
い
み
し
て
い
る
か
。
　
『
法
華
経
』
序
品
に
、

　
そ
の
と
き
、
世
尊
は
四
象
に
自
説
せ
ら
れ
、
供
養
せ
ら
れ
、
恭
敬
せ
ら
れ
、

　
尊
霊
せ
ら
れ
、
讃
歎
せ
ら
れ
、
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
の
た
め
に
、
大
乗
経
の

　
無
量
義
、
菩
薩
を
教
え
る
法
、
仏
に
護
塾
せ
ら
れ
る
も
の
と
名
づ
け
る
を
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説
き
た
も
う
。

と
あ
り
、
　
『
法
華
経
』
の
冒
頭
に
は
、
ブ
ッ
ダ
の
説
法
を
聴
聞
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
め
に
あ
つ
ま
っ
た
群
衆
を
こ
ま
か
に
の
べ
る
。
一
万
余
の
比
丘
衆
、

八
万
の
菩
薩
、
イ
ン
ド
や
ブ
ラ
ー
フ
マ
神
、
龍
王
の
ラ
ソ
ダ
と
ウ
パ

ナ
ソ
ダ
、
キ
ン
ナ
ラ
や
ガ
ル
ダ
、
そ
の
他
の
諸
神
や
春
慶
た
ち
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
経
典
の
は
じ
め
に
、
ブ
ッ
ダ
の
説
法
座
に
あ
つ
ま

っ
た
群
衆
を
お
お
げ
さ
に
な
ら
べ
た
て
る
の
は
、
大
乗
経
典
の
特
徴

で
あ
る
。

　
國
版
π
一
1
の
浮
彫
は
、
ま
さ
し
く
釈
迦
牟
尼
仏
が
こ
れ
ら
菩
薩
、

諸
々
の
た
め
に
、
大
乗
経
典
を
説
く
そ
の
姿
を
え
が
き
だ
し
た
も
の

で
あ
る
。
》
■
屑
○
匿
9
實
の
考
え
た
シ
晶
ラ
ヴ
呼
・
ス
テ
イ
の
神
変
と

　
　
　
　
　
　
⑫

は
無
関
係
で
あ
る
。

　
こ
の
種
の
浮
彫
の
例
は
多
い
。
そ
の
な
か
で
も
、
図
版
丑
一
1
の

浮
彫
は
、
も
っ
と
も
丹
念
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
き
の
図

版
丑
一
2
の
浮
彫
の
蓮
華
座
、
衣
文
の
躾
と
く
ら
べ
て
み
ら
れ
た
い
。

こ
の
種
の
暴
騰
鉄
坐
像
で
は
、
両
足
が
裸
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
が
普

通
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
な
お
薄
い
衣
の
下
に
か
く
さ
れ
て
い
る
。

衣
文
の
襲
の
表
現
も
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
盛
期
の
お
も
む
き
を
の
こ
す
。

た
だ
、
頭
髪
に
つ
い
て
み
る
と
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
ゆ
た
か
な
波
状
髪

か
ら
、
イ
ン
ド
的
螺
髪
に
か
わ
っ
て
い
る
。
螺
髪
や
蓮
華
座
の
流
行

が
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
後
半
期
か
ら
の
特
色
と
す
れ
ば
、
こ
の
浮
彫
は
そ

の
も
っ
と
も
違
い
製
作
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
同
じ
ブ
ヅ
ダ
の
姿
を
と
る
蓮
華
座
の
一
町
二
菩
薩
の
表
現

も
ま
た
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
大
乗
説
法
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
お
も
わ
れ

る
。
諸
菩
薩
が
二
つ
の
菩
薩
像
に
と
と
の
え
ら
れ
、
諸
神
が
イ
ン
ド

ラ
と
ブ
ラ
ー
フ
マ
に
代
表
さ
れ
、
全
体
と
し
て
三
尊
形
式
を
と
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
両
脇
の
二
つ
の
菩
薩
像
は
、
ブ
ヅ
ダ

の
説
く
大
乗
菩
薩
教
を
い
み
す
る
と
い
え
る
。

　
一
覧
二
菩
薩
の
三
尊
形
式
は
中
国
仏
教
美
術
で
も
さ
か
ん
に
も
ち

い
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
龍
門
の
北
魏
石
窟
で
は
、
一
仏
門
菩
薩
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

三
尊
形
式
と
一
仏
二
菩
薩
、
二
羅
漢
の
五
尊
形
式
が
確
立
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
の
よ
う
な
形
式
の
も
っ
と
も
発
達
し
た
も
の
が
七
尊
形
弐
で
あ
る
。

さ
き
の
五
二
に
一
対
の
独
影
像
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
者

は
、
さ
と
り
の
世
界
に
到
達
す
る
三
と
お
り
の
乗
物
（
三
乗
）
を
示

す
。
独
覚
は
「
独
り
で
さ
と
り
を
ひ
ら
く
も
の
」
、
羅
漢
は
「
ブ
ッ

ダ
の
教
え
を
聴
聞
し
て
、
さ
と
り
を
ひ
ら
く
も
の
」
で
あ
る
。
こ
の

二
者
は
、
大
乗
教
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
た
だ
自
己
の
さ
と
り
を
め

ざ
す
利
己
主
義
の
小
さ
な
乗
物
で
あ
る
（
小
乗
）
。
菩
薩
は
「
偉
大
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な
志
を
も
っ
て
さ
と
り
を
も
と
め
る
も
の
」
で
あ
る
。
偉
大
な
志
と

は
、
自
か
ら
す
す
ん
で
苦
境
に
と
ど
ま
っ
て
衆
生
を
救
済
し
、
そ
の

功
徳
に
よ
っ
て
さ
い
ご
に
自
己
の
さ
と
り
を
獲
得
す
る
も
の
で
あ
る
。

小
乗
の
利
己
に
対
し
て
、
利
他
主
義
と
い
え
る
。
三
尊
、
怠
癖
、
七

尊
像
の
い
み
す
る
と
こ
ろ
は
、
独
覚
の
仏
教
、
羅
漢
の
仏
教
、
菩
薩

の
仏
教
は
み
な
ブ
ッ
ダ
の
説
く
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
究
極
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

菩
薩
の
仏
教
（
大
乗
）
に
帰
す
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
も
五
尊
像
を
意
図
し
た
と
お
も
わ
れ
る
も
の
が
あ

る
。
図
版
1
…
4
は
、
さ
き
の
三
尊
像
浮
彫
の
イ
ン
ド
ラ
と
ブ
ラ
ー

フ
マ
の
小
田
を
、
二
つ
の
羅
漢
の
姿
に
か
え
た
も
の
で
あ
る
。
右
側

が
若
い
阿
難
、
左
側
が
老
人
の
大
滝
葉
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う

か
。
羅
漢
を
加
え
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
　
二
尊
像
は
め
ず
ら
し
い
が
、
ニ

ュ
ー
・
デ
リ
ー
国
立
博
物
館
に
も
べ
つ
の
一
例
が
あ
る
。
こ
の
浮
彫

は
ヨ
尊
像
浮
彫
の
う
ち
、
も
っ
と
も
時
代
の
さ
が
る
も
の
に
属
す
る
。

図
像
の
衣
文
の
獲
、
毛
髪
の
表
現
は
一
層
形
式
化
し
、
蓮
華
座
の
表

現
に
も
そ
の
差
が
み
と
め
ら
れ
る
。
た
だ
、
二
つ
の
脇
侍
は
な
お
王

冠
菩
薩
と
束
髪
水
瓶
蓄
薩
の
区
別
を
の
こ
し
て
い
る
。

四
、
む
　
　
す
　
　
び

　
歴
史
上
の
釈
迦
牟
尼
仏
は
、
カ
ピ
ラ
ヴ
岬
、
ス
ト
ゥ
の
王
子
と
し
て

生
れ
な
が
ら
、
世
俗
的
身
分
を
捨
て
て
修
道
僧
と
な
っ
た
。
数
年
に

わ
た
る
苦
し
い
肉
体
的
修
業
を
経
験
し
、
そ
の
あ
と
の
深
い
瞑
想
の

な
か
か
ら
、
つ
い
に
ブ
ッ
ダ
と
し
て
の
さ
と
り
を
え
た
。
こ
の
偉
大

な
人
物
を
尊
敬
す
る
人
々
の
気
持
は
、
時
代
に
よ
り
い
ろ
い
ろ
と
変

化
し
た
。
偉
大
な
ブ
ッ
ダ
を
手
本
に
、
自
己
の
さ
と
り
を
も
と
め
て

修
業
す
る
も
の
も
あ
り
、
一
方
で
ブ
ヅ
ダ
の
偉
大
さ
、
慈
悲
に
よ
っ

て
、
自
己
の
救
い
を
ね
が
う
人
々
の
気
持
も
う
ま
れ
た
。
ブ
ヅ
ダ
に

対
す
る
願
望
や
信
仰
が
つ
よ
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
ブ
ッ
ダ
の
偉
大

さ
が
強
調
さ
れ
て
く
る
。
定
光
仏
と
修
道
僧
メ
ー
ガ
の
出
会
い
の
物

語
の
ご
と
く
、
釈
迦
牟
尼
ブ
ッ
ダ
は
過
去
世
に
お
い
て
、
既
に
仏
陀

と
な
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ブ
ヅ
ダ
は
生
れ
な
が

ら
に
し
て
崇
拝
さ
る
べ
き
人
で
あ
っ
た
。
釈
迦
牟
尼
の
仏
の
姿
と
な

ら
ん
で
、
菩
薩
の
姿
が
礼
拝
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
が
背

景
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
釈
迦
牟
尼
仏
と
定
光
仏
と
の

関
係
の
よ
う
に
、
弥
勒
と
釈
迦
牟
尼
仏
と
の
関
係
が
あ
る
。
弥
勒
が

将
来
こ
の
世
に
仏
と
し
て
生
れ
て
、
人
々
を
救
済
す
る
と
い
う
予
言

で
あ
る
。
釈
迦
牟
尼
仏
と
な
ら
ん
で
、
将
来
に
仏
と
な
る
弥
勒
菩
薩

が
信
仰
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。
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ガンダーラ仏教葵術の展開（1j、谷）

　
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
仏
教
美
術
で
は
、
釈
迦
牟
尼
の
仏
と
菩
薩
の
姿
、

そ
れ
に
弥
勒
菩
薩
像
が
礼
拝
の
対
象
と
し
て
彫
刻
さ
れ
た
。
こ
れ
ら

の
図
像
は
、
既
に
盛
期
ク
シ
ャ
ー
ソ
（
一
五
〇
…
二
五
〇
年
）
の
あ

い
だ
に
成
立
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
に
ク
シ
ャ
ー
ソ
の
支
配
を
う
け

た
イ
ン
ド
の
マ
ト
ゥ
ラ
ー
で
も
、
ブ
ッ
ダ
の
人
間
的
表
現
が
あ
り
、

ガ
ン
ダ
ー
ラ
式
二
菩
薩
、
過
去
七
仏
・
弥
勒
の
列
像
が
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
後
半
期
（
二
五
〇
一
四
五
〇
年
）
に
な
る
と
、

新
し
い
表
現
が
生
ま
れ
た
。
蓮
華
座
に
出
子
右
肩
、
結
蜘
朕
坐
し
て

説
法
す
る
ブ
ッ
ダ
の
姿
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
独
像
で
も
み
ら
れ
る
が
、

多
数
の
菩
薩
、
群
神
を
従
え
る
ば
あ
い
と
、
二
菩
薩
の
脇
侍
を
と
も

な
っ
て
表
現
さ
れ
る
ば
あ
い
が
あ
る
。
こ
れ
は
釈
迦
牟
尼
仏
の
大
乗

（
菩
薩
乗
）
説
法
を
い
み
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美

術
に
、
よ
う
や
く
は
っ
き
り
し
た
大
乗
思
想
の
反
映
を
み
と
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
図
版
丑
一
1
に
お
い
て
、
釈
迦
牟
尼
仏
の
説
法
を
聴

聞
す
る
群
像
の
な
か
に
、
　
『
法
華
経
』
の
多
宝
仏
、
文
殊
、
普
賢
、

観
音
、
勢
至
な
ど
の
菩
薩
を
意
図
し
た
も
の
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
今
そ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
独

立
像
は
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
お
い
て
、
ま
だ
確
実
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
前
半
期
に
確
立
し
た
仏
、
菩
薩
の
表

現
が
、
後
半
期
に
も
つ
よ
く
影
響
し
て
、
仏
は
原
期
と
し
て
釈
迦
牟

尼
仏
、
菩
薩
は
釈
迦
牟
尼
菩
薩
か
弥
勒
菩
薩
で
あ
る
。
三
尊
像
の
両

脇
侍
に
も
、
こ
の
二
つ
の
菩
薩
形
が
と
り
い
れ
ら
れ
た
。

　
二
つ
の
菩
薩
が
造
形
的
変
化
と
し
て
、
三
尊
像
の
な
か
に
配
置
さ

れ
る
と
、
し
だ
い
に
釈
迦
牟
尼
菩
薩
、
弥
勒
菩
薩
と
い
う
本
来
の
意

味
が
う
す
れ
、
た
だ
菩
薩
の
代
表
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

雲
上
石
窟
の
第
七
洞
、
第
八
洞
の
壁
寵
の
三
尊
像
を
み
る
と
、
両
脇

侍
は
も
は
や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
式
二
菩
薩
の
区
別
を
、
示
し
て
い
な
い
。
三

尊
が
蓮
華
座
に
つ
く
の
は
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
三
尊
像
と
関
係
が
あ
ろ

う
。
脇
侍
に
し
ば
し
ば
水
瓶
を
手
に
し
た
菩
薩
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
が
、

こ
の
脇
侍
菩
薩
が
な
ん
で
あ
る
か
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

吻
・
水
瓶
宰
に
も
つ
の
は
・
脇
侍
と
な
・
た
か
ン
ダ
ー
フ
弥
勒
菩

薩
の
な
ご
り
か
も
し
れ
な
い
。
警
士
石
窟
で
は
、
弥
勒
は
原
則
と
し

て
交
脚
菩
薩
の
姿
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。

　
さ
い
ご
に
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
も
っ
と
も
発
達
し
た
形
の
一
つ

と
し
て
、
パ
ー
ミ
ア
ー
ン
の
五
三
m
と
三
五
皿
の
大
石
仏
立
像
を
あ

げ
る
。
崇
拝
す
る
ブ
ッ
ダ
を
か
ぎ
り
な
く
大
き
く
表
現
し
よ
う
と
す

る
精
神
で
あ
る
。
こ
れ
は
聖
節
や
龍
門
石
窟
の
大
仏
思
想
と
通
ず
る
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と
こ
ろ
が
あ
る
。
熟
議
は
パ
ー
ミ
ア
ー
ソ
の
大
仏
の
一
つ
（
三
五
皿
）

を
、
　
「
釈
迦
仏
」
と
よ
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
も
雲
岡
石
窟
の
本
尊
と

同
じ
で
あ
る
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
は
、
な
お
釈
迦
牟
尼
仏
を
中
心
と
す

る
信
仰
が
つ
よ
く
、
中
国
の
階
、
唐
時
代
に
流
行
す
る
阿
弥
陀
仏

（
無
鍛
尊
翁
）
な
ど
の
造
像
は
、
ま
だ
存
在
し
な
か
．
つ
た
と
い
っ
て

よ
い
。①

ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
成
立
に
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
美
術
の
影
響
を
重
視
す
る
立
場
と

　
し
て
、
｝
萄
2
0
ぴ
霞
と
冒
愛
宕
ω
び
餌
冨
の
研
究
を
あ
げ
る
。
》
．
閃
8
0
膨
窺
は

　
ガ
ン
ダ
ー
ラ
晶
央
術
…
に
パ
ク
ト
リ
ア
・
ギ
リ
シ
ア
の
継
承
を
み
い
だ
そ
う
と
努
力
し
、

　
い
鼠
貿
ω
げ
巴
同
は
8
斜
訟
貯
の
発
掘
を
と
お
し
て
、
　
勺
三
ぎ
。
躍
①
昌
⑦
ω
の
パ
ル
チ

　
ア
人
の
影
響
を
考
え
た
。
　
鋭
閃
O
琴
7
窪
…
卜
．
匡
蓋
O
篭
8
－
切
。
帖
ミ
恥
ミ
襲
馬
食

　
O
ミ
ミ
寒
器
．
卜
。
く
。
す
℃
鱒
瓢
ω
お
8
－
鐙
マ
｝
■
雲
霞
終
9
。
羅
…
§
恥
節
ミ
§
嚢
這
轟

　
駄
O
§
§
鉢
ミ
・
O
ρ
ヨ
げ
同
置
σ
q
O
一
㊤
①
P
こ
れ
に
対
し
て
、
ヒ
⇔
．
菊
O
零
蜀
＆
や
㌶
．

　
≦
げ
㊦
巴
興
は
ロ
ー
マ
美
術
派
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
西

　
方
的
要
素
の
ほ
と
ん
ど
が
、
あ
た
ら
し
く
ロ
ー
マ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
判

　
断
…
す
る
。
　
切
顧
労
。
毛
揮
ロ
q
は
薩
接
ロ
ー
マ
彫
刻
と
比
較
を
こ
こ
ろ
み
、
　
ガ
ソ
ダ

　
ー
ラ
美
術
と
ロ
…
マ
美
術
と
の
あ
い
だ
に
表
現
の
類
似
、
共
通
の
展
開
が
あ
る
こ

　
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
教
美
術
に
は
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
美
術
な

　
ど
と
共
通
す
る
精
神
性
が
あ
る
と
し
て
、
後
期
古
代
美
術
の
東
方
的
あ
ら
わ
れ
と

　
考
え
る
。
鼠
噸
≦
プ
¢
£
魯
は
当
跨
の
海
上
貿
易
を
重
視
し
、
と
く
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ

　
の
ス
ト
ゥ
コ
彫
刻
は
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
起
源
で
あ
る
と
す
る
。
じ
d
マ
菊
。
乙
碧
身

　
§
馬
鼠
轟
§
蕊
這
§
ミ
妹
謹
ミ
番
ミ
謬
蝕
黛
．
勺
窪
σ
q
ξ
昌
切
8
冨
δ
㎝
Q
。
噸
窯
．
乏
7

　
0
0
冨
貫
葡
§
§
ま
－
望
ミ
匙
ミ
⑦
燃
鼠
篭
、
§
脚
。
ミ
黛
。
ミ
§
w
篭
紅
ミ
ミ
．
》
暮
β
三
畠

　
掴
メ
目
目
押
ド
㊤
幽
㊤
・
最
近
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
研
究
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
美
術
、
ロ
ー

　
．
マ
美
術
の
ほ
か
に
、
グ
レ
コ
・
イ
ラ
ン
美
術
の
存
在
を
強
調
す
る
。
瓢
噸
貯
σ
Q
プ
。
潔

　
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
に
ロ
ー
マ
美
徳
の
影
響
を
み
と
め
ず
、
パ
ル
ミ
ュ
ラ
や
ド
ゥ

　
ラ
・
ヨ
ロ
ボ
ス
な
ど
の
イ
ラ
ン
化
し
た
ギ
リ
シ
ア
美
術
が
影
響
を
あ
た
え
た
と
す

　
る
。
ま
た
U
■
u
弓
。
げ
ぎ
醤
σ
o
円
σ
Q
①
u
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
ス
ル
フ
・
コ
タ
ル
の
発

　
掘
に
お
い
て
、
バ
ク
ト
リ
ァ
美
術
の
イ
ラ
ン
化
し
た
形
を
さ
が
し
あ
て
た
と
し
、

　
そ
れ
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
…
の
成
立
に
大
き
な
役
割
を
は
た
し
た
と
考
え
る
。
　
矯
．

　
ぎ
α
q
｝
6
津
…
O
§
㌍
§
ミ
§
馴
箆
篭
§
艶
話
ミ
§
層
2
9
く
く
。
浸
一
㊤
O
N
U
¶
ω
o
剛
μ
冨
，

　
巳
σ
震
α
q
o
ご
b
題
“
ミ
蕊
§
§
冬
苧
ミ
ミ
鷺
凌
§
駄
ミ
憎
恥
警
執
、
諏
ミ
Q
ミ
“
．
閃
4
鱒
淳

　
匹
。
冨
国
④
く
自
。
ω
矯
巴
β
H
Φ
①
9

②
村
川
堅
太
郎
訳
『
エ
リ
ュ
ト
ゥ
ラ
ー
海
案
内
記
』
生
活
社
堅
二
い
ノ
＜
・
蜜
。
－

　
O
同
ぎ
象
①
…
↓
鳶
G
§
§
ミ
瞳
ミ
ミ
蕊
寒
ミ
恥
ミ
軌
§
像
ミ
恥
申
ミ
驚
ミ
§
四
砺
ミ
●

　
切
。
ヨ
鍔
矯
一
◎
。
お
髄
鐘
≦
冨
鉱
㊦
昌
肉
§
罵
ヒ
ご
亀
§
斜
W
富
奪
愚
馬
u
、
焼
ミ
孚
§
§
蓋

　
U
o
ロ
篇
。
鐸
一
Φ
窃
鮮
　
（
糸
賀
臼
瀦
昭
訳
一
『
大
P
i
マ
帯
…
臨
囲
の
膨
㎜
膿
』
み
す
ず
澱
璽
房
昭
一
工

　
二
、
勺
や
罷
角
器
心
）
◎

③
や
○
㊤
誌
窪
。
三
9
ミ
。
讐
馬
丁
§
ミ
§
い
9
慧
笥
凄
§
b
d
解
髪
§
§
§
N
．

　
O
轟
罫
§
ミ
曾
ミ
ミ
“
ミ
噛
髄
恥
9
笥
§
ミ
黛
§
ミ
》
ミ
費
■
U
o
昌
α
o
ロ
一
〇
。
。
。
¢
勺
マ

．
じ
廿
．
≦
三
器
剛
5
騨
9
G
ミ
ミ
£
輪
篤
ミ
O
ミ
浅
慧
憲
ミ
さ
寒
論
旨
ミ
タ
ト
§
ミ
や

　
く
。
ど
H
ぎ
a
6
話
集
O
o
一
週
．
○
×
8
巳
お
忘
・
鋭
客
U
落
三
…
G
o
愚
§

　
駄
智
§
－
O
捲
審
G
o
鼠
壁
O
巴
。
簿
3
お
①
伊

④
や
O
p
a
。
g
二
二
顧
ミ
こ
勺
●
φ
≦
三
琶
6
註
…
§
．
ミ
’
”
即
。
α
三
…

　
b
驚
』
§
§
黛
禽
§
退
職
ミ
き
a
§
ミ
§
ミ
論
ミ
さ
県
営
傍
馬
恥
窯
恥
切
§
惹
§
N
ヌ

　
司
．
≧
鼠
紙
ヨ
昌
伽
戸
ω
焦
。
露
…
凄
醤
§
寵
騎
き
讐
ミ
馬
匙
ミ
留
黛
蝋
§
ミ
ぎ
男
￥

　
帥
上
靴
員
け
ち
鵯
噸
℃
℃
．
H
お
凸
窃
刈
。

⑤
≦
■
≦
3
夢
…
O
ミ
ミ
冬
ミ
鼠
馬
副
馬
9
帖
浅
ミ
津
§
ミ
u
。
民
。
ロ
お
準

⑥
｝
搾
累
舞
鉱
員
§
恥
ぎ
§
も
瞳
多
望
○
改
。
a
お
ζ
。
メ
や
δ
O
．

⑦
狽
罎
p
窪
ヨ
σ
q
ヨ
肉
§
§
い
9
§
防
・
い
9
血
曾
る
昆
・
＆
」
り
①
ρ
嬬
」
N
ギ

　
お
る
。
マ
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⑧
い
》
蕾
貰
O
ミ
ミ
馨
ミ
像
暮
鴨
O
。
軌
浅
斗
§
b
δ
ミ
§
藁
“
§
§
」
§

　
9
恵
ミ
b
鴇
§
詮
8
ミ
黛
U
o
ロ
ユ
。
コ
お
謀
．
》
．
o
Q
凸
｝
犀
9
6
昌
↓
ぎ
G
ミ
》
§
恥
軌
ミ

　
燃
富
9
奪
言
奪
嵩
黛
蚤
切
ρ
コ
ρ
影
ω
踏
ぎ
畠
¢
d
ゑ
く
。
ひ
冨
諄
《
お
α
刈
．

⑨
匂
．
鵠
穿
。
。
撮
貸
ミ
き
§
ぎ
偽
」
唖
昏
隷
§
恥
§
§
勘
む
ご
轟
蓉
M
N
（
重
三
y
蜜
伽
量
。
冨
ω

　
O
O
匿
U
①
嵐
α
Q
ゆ
訟
。
嵩
諺
器
げ
伽
巳
。
α
q
δ
質
。
二
三
ロ
ゆ
巴
器
Φ
轟
諺
剛
讐
影
臨
。
・
欝
封
目
。
ヨ
O

　
剛
メ
．
勺
鴛
δ
お
ω
ρ
い
頃
餌
。
開
一
諺
…
ぎ
罵
§
畿
題
謁
鶏
ぎ
惹
ぎ
晦
抵
喰
暮
魯
ご
鷺
Q
寒
禽
勘

　
二
野
碁
翠
四
（
N
心
簡
心
∴
矯
へ
O
）
．
蜜
U
語
閃
〉
噛
↓
O
ヨ
Φ
×
囲
噛
勺
霞
冨
お
切
蒔

⑩
即
〇
三
屋
7
筥
ρ
講
嚇
切
轟
曳
ミ
舗
朗
濤
馬
さ
ミ
暮
a
眺
§
ミ
巳
。
恥
譜
器
恥
ミ
ミ
象
ミ
藁
§
恥

　
蝕
ミ
㍉
3
き
馨
暮
§
嵩
．
銀
O
＞
閃
〉
甲
円
O
ヨ
⑦
×
囲
H
’
い
①
O
巴
屋
H
逡
伊
℃
や
峯
㎝
一

　
回
の
ψ

⑪
　
》
．
O
ロ
溢
薦
垂
σ
q
プ
ρ
ヨ
…
ト
ミ
ミ
N
嚇
蕊
？
9
ミ
ミ
ミ
謎
（
貯
O
ヨ
峠
甥
O
き
ミ
鼠
の
§
ミ
費

　
G
貯
O
ミ
“
鳶
お
㊤
ω
あ
躰
Y
＜
㊤
第
コ
ρ
。
。
一
図
O
℃
甑
謬
げ
ち
③
b
o
■
口
・
○
α
ぴ
ご
O
賢
ミ
譜

　
蜜
鄭
旨
N
け
9
｛
O
一
一
ト
Ω
一
日
伊

⑫
即
〇
三
誘
財
ヨ
雪
…
卜
湧
9
§
鱒
§
？
專
慧
ミ
§
臼
徴
U
》
二
巴
8
。
ヨ
。

　
駁
躊
H
■
U
o
O
巴
話
お
駆
Q
。
噛
℃
や
“
O
為
駆
・

⑬
小
谷
「
チ
ャ
ナ
カ
・
デ
ー
リ
第
象
虫
、
第
五
次
発
掘
」
（
繁
四
、
五
次
イ
ラ
ン
、

　
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
学
徳
調
査
予
報
）
　
『
東
方
学
報
』
第
三
七
冊
、

　
昭
四
一
、
　
や
や
鼻
悼
学
痔
Q
。
。

⑭
静
谷
正
雄
『
イ
ン
ド
仏
教
碑
銘
爵
録
』
ω
鳴
冨
。
。
昭
三
七
一
四
〇
。
角
留
詩
鍵

　
的
ミ
謹
鼠
落
ミ
冴
ミ
妹
富
切
輔
ミ
駄
註
無
§
g
§
§
§
融
窺
蝋
尋
恥
翁
蔦
§
ミ
ぎ
嵩
載
簿
掛
昌
－

　
9
0
馨
貯
巳
p
H
9
お
①
ρ
℃
℃
の
？
。
。
野
ナ
ガ
ル
ジ
ュ
ナ
ロ
ソ
ダ
の
遺
跡
で
は
、

　
諸
部
派
教
団
が
仏
像
彫
刻
の
流
行
に
刺
激
さ
れ
、
し
だ
い
に
仏
像
礼
拝
を
と
り
い

　
れ
る
経
過
が
示
さ
れ
る
。

⑮
国
■
冒
σ
q
ぎ
ぞ
。
》
ミ
w
こ
℃
ピ
．
8
㎝
と
勺
び
．
留
伊

⑯
い
窯
胃
魯
巴
ご
。
サ
ミ
’
唱
．
㊤
ゆ

⑰
｝
局
2
畠
。
二
§
ミ
旧
く
g
■
円
H
弘
．
や
ω
・
。
。
。
嚇
瓢
α
q
畢
ホ
8

⑱
過
表
七
仏
に
つ
い
て
の
経
典
、
『
長
阿
含
経
騒
巻
一
（
大
正
蔵
丁
一
）
、
『
七

　
仏
経
』
　
（
大
正
蔵
一
・
一
五
〇
）
、
乙
川
諸
仏
に
弥
勒
を
く
わ
え
た
も
の
、
『
増
二

　
竪
琴
経
隠
巻
照
八
（
大
正
同
一
・
八
一
三
－
八
一
四
）
、
『
大
吉
義
神
舞
経
』
巻
一

　
（
大
正
蔵
～
二
・
五
六
八
、
五
七
一
）
。

⑲
鋭
♀
霞
蓄
髪
ご
b
δ
ミ
§
静
馬
ミ
ご
醤
建
ミ
額
・
い
。
孟
g
搭
O
押
や
同
。
。
。
。
讐

　
霊
σ
q
．
Q
。
b
。
．
〉
．
閃
。
零
｝
μ
o
コ
§
．
ミ
．
層
歪
σ
q
■
ミ
．
q
．
窯
錠
ω
げ
9
♪
一
ご
。
》
9
鳳
二
甥
σ
q
●

　
旨
Q
ゆ
．

⑳
回
冨
霞
ω
冨
空
豆
α
鋭
閃
。
誇
神
宝
§
恥
ミ
α
噛
N
§
§
§
駄
⑦
寒
§
噛
ω
ぐ
。
蚕

　
い
。
乙
o
p
℃
豊
富
＜
　
（
大
塔
南
門
裏
面
）
、
勺
ピ
．
×
メ
目
（
北
門
正
面
）
、
℃
劉

　
×
×
鍛
矧
メ
（
東
門
難
暇
）
、
℃
炉
蒼
い
く
（
東
門
自
薦
）
、
唱
炉
霞
く
　
（
西
門
正

　
面
）
。
第
三
塔
の
塔
門
浮
彫
に
も
み
ら
れ
る
。
（
勺
ピ
塵
猛
O
＜
勺
い
．
メ
○
囲
メ
）
。

⑳
》
．
9
器
貯
σ
q
冨
實
↓
書
の
翼
博
騒
ミ
象
ミ
謎
ミ
9
摂
。
＆
自
同
。
。
鐸
勺
炉

　
メ
麟
H
鍛
魑
や
倉
℃
い
メ
メ
鵠
畢
ド
躍
’
い
銘
島
①
誘
…
望
ミ
》
ミ
辱
窮
ミ
愚
W
帖
§
恥
（
O
？

　
同
膨
携
囲
ロ
。
・
貫
首
甑
。
雛
彪
ヨ
H
昌
α
凶
O
鐸
篇
旨
く
O
ピ
H
押
扇
母
け
目
〉
画
図
Φ
ユ
。
ゆ
。
ロ
言

　
H
瓢
巳
ρ
ド
の
①
Q
Q
曽
唱
い
。
裸
く
目
’
ω
同
ω
疑
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

⑳
　
｝
男
◎
自
。
げ
。
具
。
賢
鼠
肺
こ
蜀
坤
σ
q
。
。
9
お
①
層
蒔
リ
メ
鋭
．
U
9
口
a
唱
鼠
一
転
審
ミ
》
㌢

　
偽
ミ
導
ミ
§
ミ
饗
ミ
§
蜜
噛
．
恥
鳶
職
》
O
ミ
§
ミ
蕊
噛
勺
δ
o
ぐ
。
¢
α
貯
α
q
。
。
o
h
仲
ゲ
O
目
渇
象
ρ
5

　
湿
凶
ω
8
門
口
O
o
コ
σ
q
お
ω
。
。
弓
メ
H
噂
一
Φ
高
O
Q
（
お
銀
）
り
℃
や
O
銀
■
U
辱
二
一
ぴ
箪
脚
§
蓬
恥

　
き
購
罫
§
卿
恥
§
執
黛
輔
ミ
題
凄
。
ミ
這
潮
画
簿
“
蒙
ミ
ミ
。
冒
當
村
鵠
巴
。
団
諺
。
。
ド
瓢
o
o
D
o
o
凶
。
酔
鴫

　
o
四
切
Φ
轟
塾
図
×
押
一
り
頓
頓
う
①
ω
地
静
谷
、
前
掲
書
、
碑
文
、
番
号
象
処
一
譲
O

　
参
照
。

㊧
　
麺
目
品
げ
八
二
。
》
ミ
ニ
娼
U
■
b
。
。
。
野
　
『
パ
キ
ス
タ
ン
古
代
文
化
展
』
一
九
六

　
一
年
、
カ
タ
ロ
グ
番
号
三
〇
一
。

⑳
　
　
『
普
曜
経
隔
巻
一
（
大
獲
蔵
三
・
四
九
九
）
、
『
過
去
現
在
麟
果
経
』
巻
二
（
大

　
｝
止
藩
…
一
二
・
六
二
九
）
。

㊧
　
触
鋒
㊦
∬
口
欲
嚇
防
ぎ
賎
義
画
寓
U
＞
閃
》
’
8
0
旨
④
×
．
勺
帥
ユ
。
。
一
碧
b
Ω
¶
勺
野
瞬
噛
○
。
α
”

　
℃
℃
．
ω
ω
l
c
。
餅
『
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
古
代
美
術
展
隠
一
九
六
三
年
、
カ
タ
ロ
グ
番
号

　
九
二
G
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翰
　
　
『
過
土
A
現
在
閃
囲
果
傭
縫
臨
巻
一
　
（
大
正
蔵
一
二
・
六
二
二
）
σ
　
》
．
噂
O
∬
O
げ
O
憎
…
O
》

　
購
鐘
噛
く
。
一
●
押
℃
や
ト
。
喧
ω
…
も
。
穿
り
．

⑳
　
『
イ
ン
ド
古
代
美
術
展
三
九
六
三
一
六
四
年
、
カ
タ
ロ
グ
番
号
一
二
五
。
い
潤

　
く
鈴
昌
U
o
げ
巳
N
o
湿
α
㊦
い
。
Φ
ロ
芝
…
§
偽
の
ら
ミ
潮
焼
§
い
．
譜
蕊
ミ
●
い
①
こ
。
鋤
這
鼻
り
噂
℃
U
9

　
録
区
H
〆
窃
ω
．
　
マ
ト
ゥ
ラ
ー
の
過
去
七
仏
と
弥
勒
像
と
し
て
、
ほ
か
に
同
書
の

　
℃
劉
×
メ
＜
H
目
ド
㎝
ρ
黛
が
あ
る
。

⑳
　
囚
．
司
誘
。
プ
⑦
コ
O
ミ
蕊
隷
降
㍗
黛
壽
曾
ミ
特
駐
驚
、
き
ミ
き
も
い
ミ
袋
如
§
ミ
題
ミ
鋤
ミ
タ

　
〉
諄
箭
¢
Q
o
》
ω
貯
。
く
。
一
．
×
メ
囲
、
Q
ゆ
＼
企
一
㊤
α
G
Q
嘲
℃
や
詠
。
ω
一
－
紳
窃
も
。
噂
悶
諮
幹
b
o
層
Q
◎
嘘
餅

　
こ
の
浮
彫
は
、
現
在
ク
ソ
ド
ゥ
ズ
の
ナ
シ
ー
ル
氏
圏
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

　
水
野
清
一
編
『
ハ
イ
パ
ク
と
カ
シ
ュ
ミ
ル
・
ス
マ
ス
ト
』
京
都
一
九
六
二
、
類
σ
q
．

　
欝
節
と
笠
σ
q
・
目
引
。

⑱
　
水
野
清
一
「
中
卒
仏
像
の
源
流
」
『
史
林
臨
四
六
ノ
困
、
昭
三
八
、
第
囲
○
図
、

　
緊
峯
α
。

⑳
　
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
磯
目
を
頭
部
に
お
く
例
と
し
て
、
つ
ぎ
の
二
つ
が
あ
る
。
　
国
．

　
H
欝
σ
q
7
0
冨
…
O
憾
．
“
讐
3
℃
い
，
ω
卜
Ω
の
’
諺
．
屑
O
β
o
H
μ
o
同
…
O
憶
．
磯
馴
圃
周
一
α
q
・
幽
b
δ
Φ
．
　
（
ペ
シ

　
ヤ
ワ
ー
ル
博
物
館
叩
）
、
》
．
H
吟
O
O
O
ヨ
P
冨
ω
を
O
旨
曳
噛
ミ
象
O
莞
ミ
⇒
ミ
帖
陶
工
ミ
蕊

　
⇔
ミ
。
謁
送
出
蕊
誠
こ
9
い
。
昌
α
o
鄭
ド
リ
b
o
メ
℃
炉
区
区
く
H
目
層
ゆ
伊
（
閃
冨
置
試
自
。
摩
。
首
日
り

　
O
〆
8
㊤
般
。
）
。

⑳
｝
｝
囚
’
O
o
o
日
霞
器
≦
9
ヨ
嘱
…
o
特
．
無
難
勺
い
。
区
メ
鰹
刈
q
。
’
マ
①
Q
。
尋

⑫
　
水
野
、
長
広
『
雲
岡
石
窟
L
斜
日
、
第
八
洞
テ
キ
ス
ト
、
や
総
歪
α
q
．
3
。

畿
　
切
．
閃
。
≦
窮
頃
⇔
い
切
締
ミ
犠
調
9
§
§
軸
書
鱒
§
O
o
3
N
巴
ヨ
。
鉱
ρ
図
ゆ
く
芦
。
傷
。
ω

　
国
2
血
Φ
o
・
泌
。
撮
α
q
δ
鐸
ω
①
ω
押
℃
p
艮
。
。
お
ら
q
Q
Q
層
男
お
．
メ
や
↓
㊤
■

⑳
　
榊
窯
①
儲
鼠
Φ
∴
o
賢
ら
鐘
”
℃
じ
．
メ
×
H
凝
”
圃
紳
唱
・
＄
マ

薗
　
い
窯
。
¢
5
蒜
…
o
サ
。
鐘
’
℃
『
区
員
ω
c
。
魑
や
ω
⊆
n
・

⑳
　
璃
’
囲
コ
α
q
げ
。
詳
㎞
o
》
鼠
W
．
噂
憎
い
顧
b
◎
総
噛

⑰
　
鋭
閃
。
儒
0
7
0
眞
8
書
O
蕊
ミ
§
養
ミ
恥
。
、
つ
蕊
§
額
魯
日
7
⑦
切
①
α
q
貯
三
瓢
σ
貸
q
駐
o
h

　
ゆ
鐸
山
郷
江
霧
｝
詳
．
い
。
灘
山
。
昌
お
戸
メ
唱
や
に
評
誌
爵

⑳
　
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
神
変
の
経
典
、
　
U
ぞ
団
戟
く
㊤
鳥
陣
瓢
P
匿
H
一
坐
’
扇
霞
瓢
。
鼠
…

　
さ
騨
ぐ
O
職
階
ら
畿
Q
嵩
昏
　
馬
璽
幾
跨
8
壁
自
叙
建
　
切
袋
純
恥
潮
焼
無
や
龍
　
商
い
戚
爵
謡
マ
　
℃
ρ
ぼ
ω
b
二
湿
9
　
⑦
α
脅

　
同
Q
。
刈
①
嚇
℃
℃
．
μ
①
b
o
徳
参
照
。

働
　
》
’
喝
O
鎧
。
げ
。
憎
…
o
》
即
知
℃
い
．
麟
区
H
＜
層
把
や
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　　The　so－called　Ryecleyuan　Settlement　was　nothing　but　the　urge　of　the

will　on　the　pare　of　the　JapaBese　government．　lt　was　alert　to　suppress

any　turmoils　that　were　againt　the　goverBinent　policy．　As　a　matter　of

fact　we　are　of　the　one　and　the　same　race　and　the　unification　of　the

people　is　beyond　quetion．　But　the　analysis　of　the　political　situation　a

century　ago　at　this　junctui’e　will　throw　some　light　on　the　proble！ns　in

the　future．

　　　　The　ldea　of　Yang－ch’dian楊泉

A　Milestorie　of　Rationalistic　View　of　Nature

　　　　　　　　by

Toshihiko　Uchiyama

　　Yang－ch’den揚泉in　Sα％勧〇三国and　C加％習per呈od　was　a　philosopher

who　developed　the　rationalistic　and　materialistic　view　of　nature　；　oR　the

basls　of　his　idea　that　the　origin　of　natural　wor1d　is“water”and　Ch’i気

drived　from　“　water　”　constitutes’　a！1　things，　he　offered　a　objective　inter－

pretation　of　natural　world．　ln　his　thought　natural　world　all　was　grasped

as　a　expressive　form　of　Ch’i　and　also　he　denied　the　existence　ef　spirit

seperated　from　body，　applying　this　view　of　nature　to　the　humaR　being，

and　again　he　had　a　keen　interest　in　technique　which　was　led　by　his

view　of　nature．

　　Yang－ch’rk’a．　n’s　ldea　has　some　weak　polnts　or　limit　；　it　is　in　his　irrational

呈dea’fo「instance’that　he　accused　Hun’t’ien　theory渾天説for　inconsis－

tence　of　Tou－chi斗極with　zenith　and　aMrmed　the　retribution　theory　of

fortqne　or　misfortune　as　a　result　of　human　deed　with　good　or　evil，

which　is　due　to　immaturity　in　tlie　ratioRal　character　of．　his　idea．　Yang－

ch’tian’s　thought　takes　a　pioneering　co－ordinate　iri　the　development　of

the　view　of　nature　in　the　ChiBese　history　．of　ideas，　and　constitutes　a

link　of　materialistic　idea　in　the　period　of　Han　ue　and　Liu－ch’ao　」？．fiLrs．

Deve1opment　of　the　Buddhist　Art　in　Gandhara

　　　　　by

Nakao　Kotani

It　is　an　important　problem， with　the　study　of　formation　of　MaliayaBist
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Buddhism，　what　klnd　of　Buddhism　was　influential　in　Gandliara，　which

has　been　2nvestlgated　through　the　study　of　Buddhist　scriptures　and

inscriptions．　Source　materials　of　Gandhara　Bttddhism　wer　not　only　sc－

riptures　and　inscrlptions　but　also　ru．ins　of　the　Buddhist　temples，　with

many　stones　and　sculptures　of　Stuko．　Tkese　sculpttn‘es　were　under　the

strong　infiuence　of　the　Western　Art　away　from　the　lndian　art，　so　that，

wltk　much　interest　in　this　point，　the　relation　between　the　Greek　or

Roman　and　Gandhaya　art　has　been　mainly　seudied　up　to　now．

　　This　article，　considering　the　chaRge　in　style　of　the，　Buddhist　sculptures

in　Gandhara，　wi！1　exPlain　the　developinent　of　Buddhism　in　Gandhara

，and　its　relation　to　the　Buddhist　are　in　China．

On　the　Character　of　the　Elizabethan

　　　　　　　　　Age：　as　a　dessin

　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　Masahiko　Uemura

　　What　part　was　allotted　to　the　Elizabethan　age　in　a　drama　of　Englislk

IHistory？　lt　was　the　national　unity　of　England．　ln　what　sense　was

it　Tudorian　or　Elizabethan？　The　monarch　was　situated　iB　the　pivot　of

’the　body　po1itic　and　ranked　first　of　all　the　estaees　of　the　realm；there

could　be　allowed　no　other　authoyity　or　no　other　power　to　exist　than

tlie　crown；　the　manarch　had　to　take　the　lead　and　give　paternalistic

regulations　in　every　sphere　of　nationa！　life．　But　after　the　1580’s　・the

・changes　in　the　international　affairs，　the　economic　crisis　and　the　otlier

・serious　conditions　were　going　to　bring　the　Tudor　system　of　government

to　its　collapse．　The　Queen　and　her　ministers　had　no　idea　to　cope　with

the　new　situatioR　and　left　everything　to　the　care　of　her　successors　wko

did　nothing　but　yielding　the　destruction　of　the　national　tinity．

Inquiry　of　Primitive　Society　in　New　China

Some　Proble緯s　about　the　Yang－5加。疎音窪Culture

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Shingo　Akiyama

　　In　the　currents　of　the　Chinese　c量vilization，　the　Yang－shaoイ印音召　culture

is　the　important　current　from　which　it　took　its　very　rise．　With　the
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