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日
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
!
の
創
設
に
あ
た
り
、

一
九
八
七
年
に
開
設
さ
れ
た
事
業

の

一
つ
で
あ
り
ま
す
。
そ

の
主
な
目
的
は
海
外

の
日
本
研
究
者
と
日
本

の
研
究
者
と
の
交
流
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

研
究
と
い
う
人
間

の
営
み
は
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
活
動
の
み
で
成

り
立

っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
顔
を
出
し
た
会
や
、
お
茶
を
飲

み
な
が
ら
の
議
論
や

情
報
交
換
な
ど
が
貴
重
な
契
機
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
こ
の
フ
ォ
ー

ラ
ム
は
そ
の
よ
う
な
契
機
を
生
み
出
す
こ
と
を
願

い
、
様
々
な
研
究
者
が
自
由
な

テ
ー
マ
で
話
が
出
来
る
よ
う
に
、
文
字
ど
お
り
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な

「
広
場
」
を

提
供
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

こ
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
報
告
書
の
公
刊
を
…機
と
し
て
、
皆
様

の
日
文
研

フ
ォ
ー
ラ

ム
へ
の
ご
理
解
が
深
ま
り
ま
す
こ
と
を
祈
念
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
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1

序

言

古

代
韓

日
仏
教
文

化
交

流

に
関

す

る
研
究

は
、

そ

の
研

究

資

料

が

ほ

と

ん

ど
古

代
高

句

麗

.

百

済

・
新

羅

の
三
国
が

一
方
的

に
仏
教

を
伝

え

た
と

い
う

記

事

ば

か

り

で
、

今

ま

で

の
研

究

が

大

き

く
誤
解

さ
れ

て
お

り

、
も

う

一
方

、
日
本
側

で
は

こ
の
部

分

の
研
究

を
な

お
ざ

り

に
し

て
、

無

視

し

て
し
ま

う
傾
向

さ

え
あ

っ
た

。

つ
ま

り
、
百

済

が

日
本

に
仏

教

を

伝

え

た

と

い
う

事

実

に
対

し
、

そ
れ
が
下

賜

か
献
上

か

と

い
う
問
題

が
提

起

さ
れ

た

の
が
そ
れ

で
あ

り

、

一)

一
方

、

日
本

が
古

代
仏
教

を
論

ず

る

に
お

い

て
イ

ン
ド

・
中

国

・
日
本

の

三
国

仏

教

論

を

提

示

し

な

が

ら
も

韓
国

仏
教

を
論
外

に
し

て

い
る

の
が

そ
れ

で
あ

る
と

言
え

よ
う

。
二
)

し
か

し
、

こ
う

し
た

事
情

は

、

一
方

は
と
も

す

れ

ば

仏
教

を

日
本

に
伝

え

恩
恵

を

施

し

た

と

い
う
立
場

に
な

り
が

ち

で
あ

り
、
ま

た
他
方

は
仏

教

を

伝

え

て
も

ら

っ
た

の
は
事

実

だ

が

、

あ

ま

り
影
響

は
受

け

た

こ
と
が
な

い
と

い
う
姿
勢

を

と

っ
た

こ
と

か
ら

由
来
す

る
か
も

知
れ

な

い
。

そ

の
た
め
古
代

韓

日
間

の
仏
教

文
化

交
流

に
関

す

る
研

究

は

、

主

に
古

代
韓

国

が

日
本

に
仏

教

を

伝

え

て
く

れ
た
事

実

を
中
心

と

し

て
研
究
す

る

べ
き

だ

が

、

こ
う

し

た
仏

教

伝

来

の
事

実

を

も

っ
と

総
合
的

な
文

化
交

流

の
次

元

か
ら
見
極

め

て
い
く

と

、

当

時

の
韓

日
間

の
関

係

を

よ

り

具

体
的

に
解

明
す

る

こ
と
が
出

来

る
と

思

う

の
で
あ

る
。
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こ
の
よ

う
な
視
角

の
研
究

が
今
ま

で
全
然

な

か

っ
た
わ

け

で
は

な

い
が

、

こ
れ

ら

は
交

流

次

元
と

い
う
側

面

で
は
進

み
が
あ

っ
て
も

、
部
分
的

な

交

流

に
限

ら

れ

て

い
る

の

で
、

物

足

り

な

さ

が
感

じ
ら
れ

る

。
三
)
従

っ
て
、
本

研
究

は
出
来

る
だ

け
よ

り
多

く

の
因

果

関
係

を
総

合

す

る

と

い
う
立

場
か

ら

、
古
代

韓

日
間

の
仏

教
文

化
交

流

の
真

骨

頂

に
接

近

し

て

い
き

た

い
。

こ

こ

で
い
う
韓

国

の
古

代

と

は
、
三
国
時
代

に
限
ら
れ

た
時

期

で

、
本

研

究

は
同

時

代

の
両

国

間

の

交

流

関
係

を
対
象

に
す

る

。

皿

百
済
仏
教
と
日
本
初
伝
仏
教
の
展
開
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一
、
日
本

初

伝
仏
教

の
展
開

過
程

ま

ず

、
韓

国

や

日
本

の
史
書

が
伝

え

て
い
る
両

国

の
仏
教

初

伝

に
関

す

る

記
事

の
相

違

に
注

目
し

て
い
た
だ

き

た

い
。
《

三
国
史

記
》

や
《

三
国

遺

史
》

は

、
高

句

麗

・
百
済

・
新

羅

に
初

め

て
仏

教

が
伝

わ

っ
た

こ
と
を
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

(
一
)

高

句

麗



小

獣
林

王

二
年

、
前

秦

の
符

堅
王

が
使
臣

と
僧
順

道

を

も

っ
て
仏

像

や
経

文

を

送

り

、

翌

年

省
門

寺
を
創

建

し

て
順

道
を

こ

の
寺

に
泊

ま

ら
せ
た

。

こ
れ

が
高

句

麗

仏

教

の
始

初

で
あ

る
。

四
)(

二
)
百
済

沈

流
王

元
年

、
胡

僧

の
摩

羅
難
陀

が
東

晋
か

ら
来

、

彼

を

歓
迎

し

て
王
宮

に
泊

ま

ら

せ

て
禮

敬

し

た
。
翌

年

、
新
都

漢

山
州

に
寺
を

建

て
、
僧

一
〇

人

を

得

度

さ

せ

た

。

こ
れ

が
百

済

仏

教

の
始
初

で
あ

る
。
五
)
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(
三

)
新

羅

新

羅

の
仏

教

は
様

々
な

紆
余

曲
折

を
経

て
社
会

に
伝

来

し

た

の

で
、

高

句

麗

や

百

済

の
よ

う

に
簡

単

に
は
述

べ
ら
れ

な

い
。
新

羅

に
仏
教

を
伝

え

た
者

は
沙

門

で
、

信

仰

の
対

象

は

三
宝

で

あ

っ
た
。
礼
拝

の
場

所
が

な
か

っ
た

が
、
初
め

て
持

つ
よ

う

に
な

っ
た

の

は
訥

祇

王

の
と

き

で

あ

る
。
六
)

以
上

、
古

代
韓

国
社
会

で
の
仏
教
伝

来

の
史
実

か

ら
見

る

と

、
仏

像

・
仏

経

・
仏

僧

の

三
宝

が
伝

わ

り
、
ま

た

こ
れ

ら
を
受

容
す

る
仏
寺

の
創

建

が

な

く

て
は

、
仏

教

の
伝

来

と

は
認

め

ら



れ
な

か

っ
た

と
思

わ
れ

る
。

高
句
麗

は
、

こ
の
四

つ
の
仏
教

伝
来

の
条
件
を

明

示

し

て

い
る

。

し

か

し
百

済

と
新

羅

と

は

仏
像

や
経

文
が

伝

え
ら
れ

た

こ
と
を
明

確

に
記
述

し

て
は

い
な

い
が

、
仏

僧

が
来

て
仏

教

を

伝

え

、
仏

寺
を

創
建

し

て
仏
教

を
広

め
た
と

い
う

こ
と

か

ら

、
仏

像

や
経

典

を

仏

僧

が
持

っ
て
き

た

の
を
間

接
的

に
伝

え

て

い
る
と
言

え
る
。

こ
れ

に
比

べ

て
、
《

日
本

書

紀

》

が

伝

え

て
い

る

日
本

仏
教

の
初

伝
記

事

は
次

の
よ
う

に
異

な

っ
て
い
る
。

欽

明
天
皇

=
二
年

(
五五
二
)
、
百
済

の
聖
明

王

は
西
部
姫

氏
達

率
怒

悧
斯

致

契

ら

を

遣

わ

し

て
、

釈

迦

.
仏

の
金
銅

像

一
嫗

、
幡
蓋

若
干

、
経
論
若

干

巻

を

贈

っ
た

。
別

に
上

表

し

、
仏

を

広

く

礼

拝

す
る
功

徳
を

述

べ
て
、

"
こ
の
法

は
諸

法

の
中

で
最

勝

で
あ

り
ま

す

。

解

り

難

く

入

り

難

く

て
、
周

公

.
孔
子

も
知

る

こ
と
が
出

来
な

い
ほ
ど

で
し

た
が

、

無

量

無

辺

の
福

徳

果

報

を

生

じ

、
無

上

の
菩

提
を

成
し

、
例

え
ば

人
が
随

意
宝

珠

を

抱

い

て
、

な

ん

で
も

思

い
通

り

に
な

る

よ
う
な
も

の

で
す
"

七
)
と

あ

る
。
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つ
ま

り
、
百
済

の
聖
王

が
仏
像

と
仏
典

を
伝

え

、
仏

法

の
優

れ

た

こ
と

を

賛

文

を

も

っ
て
理

解

さ

せ

て
い
る

に
ほ
か

な
ら

な

い
。
こ

こ
で
は
仏
僧

が

来

た

こ
と

も

な

く

、

仏

寺

の
建

立

も

な



い

の
で
あ
る

。
し
か

し
、

こ
の
日
本

書
記

の
記
録

は
幾

つ
か

の
理

由

か

ら
信

頼

性

を

欠

い

て

い

る
と
言

わ
れ

る
が
、
八
)

こ
れ

に
対

し

て
信
頼

性

を
も

つ
日
本
初
伝

仏
教

文
献

と

言

わ
れ

て

い

る

《

元
興
寺

伽
藍

縁
起
並

流

記
資
財
帳
》

で
も

事
情

は
同

じ

で
あ

る

。

こ

の
記
録

に

よ

る
と

、

太

子
像

、
潅
仏

器
、
仏
説

起
巻

一
篋

が
伝
え

ら
れ

た

と

あ

り

、

こ

こ

で
も

仏

像

類

と

仏

典

類

の
み

を

言
及
し

て
い
る
。

以

上

の
よ
う

な

日
本

の
初
伝

仏
教

の
記
事

は

、
仏

教

が

一
方

的

に
伝

え

ら
れ

た

だ

け

で
、

日

本
社

会
が

こ
れ
を

受

け
入
れ

て
い
な

か

っ
た

こ
と

を
示

し

た
も

の
と
言

え

る
。

日
本

の
欽

明
天

皇

は
仏
教

の
受
容
を
強

い
ら
れ

る
立

場

で
は
な

か

っ
た

の

で
、

百

済

か

ら

贈

ら
れ

た
仏
像

や
経

典
を
奉

仏
派

の
蘇
我
稲

目

に
取

ら

せ

、
自

分

は
中

間

に
立

っ
て

い
た

。

こ

の

よ
う

に
伝

え
ら

れ
た
仏
教

を

、
百

済
か
ら

日
本

に
贈

与

さ
れ

た
仏
教

だ
と

見

て
い
る

。
九
)

し
か

し
、
当
時

の
国
家

間

で
仏

教
が
伝

わ

る
と

い

う

こ
と

は

、
王

権

確

立

を

通

じ

た

古
代

国

家

の
発
展

と
緊
密

な
関
係

を

も

つ
文
化
段

階

を

背

景

に

し

て

い

る

の

で
、

δ
)

日
本

が

仏
教

を

積
極

的

に
受

容

し
な

か

っ
た

の
は
、
百
済

が
贈
与

し

た

た
め

と

言

う

よ
り

は
、

む

し

ろ

受

容

で

き

る
文
化

段
階

で
は

な
か

っ
た

こ
と
を
意

味

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

一
方
、
以
上

の
よ
う

な
百
済
仏

教
を
国
家

的

な
立

場

か
ら

は
受

容

し

な

か

っ
た

と

し

て
も

、

蘇
我

氏
な

ど

の
奉

仏
派
豪

族

が

こ
れ
を
受

容

し

て
、

そ

の
後

、
国

家

的

・
社

会

的

な

仏
教

に
展
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開

.
発
展

し

て

い
く

た
め

に
、
古
代

韓

国
仏

教

の
支

援

と

指
導

が
続

い
た
事

実

に
注

目

す

べ
き

で
あ

る
。
ま
た

こ

の
よ
う
な

事
実

も

日
本
仏

教
伝
来

の
歴
史

と

し

て
認
め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で
あ

る
。

つ
ま

り
、

日
本

の
仏
教
伝

来

は
、
新

羅
仏

教

の
よ

う

に
幾

つ
か

の
段

階

の
展

開

過

程

を
経

て

い
る
が

、
こ

の
よ

う
な

過
程

に
は
古

代
韓

国

仏
教

が
大

き

な

役

割

を

は
た

し

た

の

で

あ

る
。

そ

の
日
本
仏

教
伝
来

の
過
程

の
段

階
を

み
る

と

、
次

の
よ

う

で
あ

る

。

(
一
)
第

一
段
階

百
済
系

渡
来
人

た
ち

と
深

く
係

わ

っ
て
い
た

一
一)
奉

仏
派

の
豪
族

、
蘇
我

稲
目

が
百
済

の
送

っ

た
仏

像
と
経

典
を

自
分

の
家

に
奉

安

し
、
私
的

な
信

奉
を

行
な

う
段
階

。

一6一

 

(
二
)
第

二
段
階

反
対

派

に
よ

っ
て
伝

え
ら

れ

た
初

期

の
仏
像

は

「
難

波

の
堀
江

」

に
捨

て
ら

れ
、

そ
れ

以

後

、

蘇
我
稲

目

の
あ
と

を
継

い
だ
蘇

我
馬

子

の
私
邸

に
仏

像

は
な

か

っ
た

が
、
敏
達

天
皇

=

二
年

(
宍
四
)
、
鹿

深
氏

が
百
済

か

ら
弥
勒

石
像

一
躯

を
持

っ
て
き

て
蘇

我
馬

子

の
私

邸

の
入

ロ

に
奉

安

し

、
善
信
尼

な
ど

の
尼

僧

に
弥
勒

石
像

を
礼

拝
供

養

さ
せ

た
。

三
)



こ

こ
で
は
前
段

階

と
は
違

っ
て
、
仏

像
を

自
宅

の
奥

に
隠

し

て
個

人

の
崇

拝

を

し

た

の

で
は

な
く

て
家

の
入

口

に
安

置

し

て
、
よ
り
多

く

の
人

々

に
崇

拝

の
便

宜

を

図

り

、

尼

僧

に
仏

像

を

崇
拝

供
養

さ
せ

る
仏
教

儀
礼

の
進

展
ま

で
到

っ
て

い

る

。

一三
)

一
方

、

同

じ

時

期

の
敏

達

一
四

年

(
置
会
)

二
月

一
五

日
、
釈

迦

の
涅
槃

日
を

記
念

し

て
、
蘇
我

馬

子

の
根

拠

地

の
豊

浦

に

日
本

最
初

の
仏
塔

の
造

営

が
始

ま

っ
た
。

西
)

こ
れ

は
百

済

の
威
徳

王
が
敏

達

天
皇
六

年

(
五
七
七
)
、

僧

侶
と

共

に
造

仏

工

・
造

寺

工
を
遣

わ

し
た
と

い
う

こ
と

か

ら

、

こ
れ

ら
僧

侶

と

技

術

者

に
よ

っ

て
造

ら
れ

た
と

思
わ

れ

る
。

三
)

以
上

の
二
段

階
を

見

る
と
、
仏
像

・
仏

典

が
伝

え

ら

れ

た

だ

け

で
な

く

て
、

伽

藍

が

形

成

さ

れ

、
仏

教
儀
礼

を

行
な

う
僧

尼

の
出

現
も

あ

っ
た

の

で
あ

る

。

こ
れ

は
豪

族

勢

力

に
よ

る

仏

教

の
社

会
化

を
意
味

す

る
が

、

こ
う

し
た
豪

族
勢

力

に

よ

る

仏
教

の
社

会

化

に
危

機

感

を

感

じ

た

敏
達

天
皇

は

、
疫
病

の
流
行

が
蘇
我

馬
子

な

ど

の
奉

仏

に
因

る

と

い

っ
て

、
破

仏

行

為

を

敢

行

し

て
仏
像

・
仏

殿
な

ど
を
破

壊

し
、
善
信

尼

な
ど

の
僧
尼

を

還
俗

さ
せ

た
。

一六
)
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(
三

)
第

三
段

階

蘇

我
馬

子

が
発
病

し

、
仏

教

へ
の
帰
依

を
敏

達

天

皇

に
発

願

し

た

の

で

、
敏

達

は
蘇

我

馬

子

に
限

っ
て
奉
仏

を
許

可
し

た
。
馬

子

は
善

信
尼

ら

に
弥

勒

像

を

供
養

さ

せ

て
病

気

が

治

っ
た

。



一七
)

こ
れ
を

き

っ
か

け

に
蘇

我
馬

子

に
よ

る
奉

仏

は

一
段

と
発

展

す

る
よ

う

に
な

っ
た

。

つ
ま

り

、
仏
教

信
仰

と

は
、
仏
像

や
仏
典

を
奉

安

し

、

い

い
か

げ

ん

に
礼

拝

供

養

す

れ

ば

す

む

の

で

は
な

く

て
、
伝

統
的

な
仏
教

の
戒
法

に
従

っ
て
受

戒

し

た
僧

尼

に

よ

っ
て
祈

願

行

為

を

行

な

う

べ
き

だ
と

い
う
僧
宝

信

仰

へ
の
発
展

を
見

る

こ
と

に
な

っ
た

。
前

の
第

二

段

階

で
も

、

善
信

尼

ら

の
出

家
者

が
存
在

し

た
が

、

こ
れ

ら

は
仏

僧

の
役

割

を

代

行

し

た

巫

女

に
過

ぎ

な

か

っ
た

の

で
、
正
統

の
戒
法

を
受

け
継

い
だ
僧
尼

を
要

し

た

の

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

な
願

い
を

用
明

天
皇

二
年

(
五
八
七
)
、
来

日
し

た
百
済

の
臣

が
聞

き
、
彼

は
百
済

の
尼

僧

の
受

戒
法
を

次

の
よ

う

に
語

っ
て

い
る
。

一g一

 

尼
僧

は
ま
ず

、
尼
寺

に

一
〇
人

の
尼

師
を

招
請

し

て
戒
を

受

け
、
ま
た
法

師
寺

に
行

っ
て

一
〇
人

の
法
師

を
招

き
受

戒
す

る

。

天
)

こ
こ

で
、
尼
僧

の
受

戒

の
た
め

に
は
二
〇

人

の
戒

師

が

要

り

、
尼

寺

と

法

師

寺

が

必

要

で
あ

る
が

、
当
時

、

日
本

に
は
善
信

尼
ら

が
居

住
す

る
尼

寺

は

あ

っ
た

が

、
法

師

寺

と

戒

師

の
資

格

を

も

つ
二
〇
人

の
僧
尼

が

い
な

か

っ
た
。

そ
れ

で
、
仏

教

の
正

統

的

受

戒

の
た

め

に

は

、
ま

ず

法

師
寺
を

建

て
、
ま
た

百
済

か
ら
戒

師

の
資
格

の
あ
る
僧

尼
を

招

か
な
け

れ
ば
な

ら

な
か

っ
た

。



こ
う

し

て
蘇

我
馬

子

は
皇

室

と
諸
豪

族

に
訴

え

、
反

物

部

勢

力

を

糾

合

し

反

仏

派

の
物

部
勢

力

を

打
倒

し
な

が
ら
法

師
寺

建
立

の
立

志
を

強
化

し

た

。
蘇

我
馬

子
は
崇

峻
元

年

(
宍
八
)
、
百
済

に

要
請

し
、
僧
侶

や
造
寺

工

・
露
盤

工

・
匠

工

・
絵

画

工
人

な
ど

の
法

師

寺

の
建

立

に
必

要

な

要

員
を
遣

わ

し

て
も

ら

っ
た
。

一九
)

こ
の
時

、

日
本

に
来

た
百

済

僧

は
六

人

で
、

受

戒

の
た

め
必

要
な

二
〇
人

の
戒

師

に
は
及

ば
な

か

っ
た

の

で
、
善

信

尼

ら

は

や
む

を

得

ず

百

済

に
行

っ
て
受

戒

す

る
し

か
な
か

っ
た
。

こ
れ

が

日
本

最

初

の
百

済

留

学

学

問

僧

で
あ

っ
た

。

二
〇
)
崇

峻

天
皇

三
年

(
五
九
〇
)
、
百
済

に
行

っ
て
受

戒

し
た
善

信
尼

ら
五
人

の
尼

僧
が

帰
国

し
、
尼
寺

用
と

し

て
造

営
中

の
櫻
井

寺

(
後

の
豊
浦

寺

)
に
泊

ま

る
よ

う

に
な

り

、
五

八

八

年

、

百

済

か

ら

来

た

僧
侶

六
人

は
法
師

寺

の
建
立

予
定
地

に
假
僧
房

を
建

て

て
居

住

し
た

。
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(
四
)
第

四
段

階

こ

の
段
階

で
は
、
受

戒

の
た
め

に
は
も

と

よ
り

、
戒

を

受

け

る
僧

侶

が

僧

宝

と

し

て

の
役

割

を
果

た
す

た
め
必

要

な
法

師

寺

の
建
立

が
続

く

の

で
あ

る

。
法

師

寺

建

立

の
必

要

性

は

す

で

に

前
段

階

で
要

求

さ
れ

た
と

こ
ろ
だ

が

、
前

段
階

で
は
法

師

寺

の
機

能

を

担

当

す

る
僧

宝

が

設

け

ら
れ

て
い
な
か

っ
た

の

で
、
こ
れ
を
充

足

す

る
た

め

に

は

百
済

に
留

学

僧

を

送

っ
て
、

戻

っ
て

く

る

の
を
待

つ
し
か

な
か

っ
た

。
第

三
段

階

で
す

で
に
建

立

中

で
あ

っ
た
尼

寺

と

し

て

の
桜

井



寺

と
共

に
法
師

寺
を

そ

の
近
く

に
建

て
よ
う

と
し

た

の

は

、
百

済

の
法

師

寺

と

尼

寺

と

の
機

能

を

日
本

に
移
植

す

る
た
め

だ

っ
た
と
思

わ
れ

る
。
今

日
、

当

時

百

済

の
法

師

寺

や

尼

寺

に

つ
い

て
確

か
め

る
方

法

は
な

い
が
、
《
大

日
本
仏
教

全

書
》

に
よ

る
と

、

百
済

の
法

師
寺

と
尼

寺

で
は

、
毎
月

一
日
と

一
五

日

の
二

度

に
か

け

て
白

羯
磨

の
法

会

を

行

な

う

の
が
恒

例

で
あ

っ
た

。
二
一
)
同
地

域

の
僧
と

尼

が

一
五

日
ご
と

に
午
前

中

一
寺

で
会
同
し

、

読

誦
し

た
戒
律

の
条

目

に
基
づ

い
て
各
者

に
該

当

す

る
罪

を

絵

像

の
前

で
懺

悔

告

白

す

る

。

こ

の
よ

う
な
会
場

の
寺

は
、
法

師
寺

と
尼
寺

が
交
代

す

る
が

、
法

師

寺

と

尼

寺

は
鐘

の
音

が

聞

こ

え

る
所

に
位
置

し

て
、
お

た
が

い
に
容
易

に
往
来

す

る

。
一三
)
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と
書

い
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
百
済

の
正
統
仏
法

を

日
本

に
移
植
す

る
た
め

に
は
法
師

寺

の
建
立

が

必
要

で
あ
り
、
ま
た
法
師
寺

の
建
立

の
た
め
百
済

の
僧

侶
や
技
術
者
ら
を
招

い
た

の
は
当
然

の
こ
と

で
あ
ろ
う
。

こ
の
法
師
寺

は
今

日
の
飛
鳥
寺

に
当

た
る
と

い
わ
れ
る
が
、

一
九
五
六
年

よ
り

一
九

五

七
年

に
か
け

た
発
掘
調
査

に
よ

っ
て
、
創
建
当
時

の
伽
藍
遺

構

が
見

つ
か

っ
た

。

一三
)
ま

た
同

報

告

に
よ

る
と

、
こ

の
寺

の
伽
藍

配
置

は

、
塔
を

中
心

と

し

て
東

西

と
北

に
三
金

堂

が
配
置

さ

れ

て

、

周

り

に
回
廊

が
あ

り

、
塔

の
正
面

に
中
門

、
中
金

堂

の
北
側

に
講

堂
址

が
発

見

さ
れ

た
と

言

う

。



こ
の
よ
う

な
伽
藍

配
置

は
、
八
角
塔
址

を
中

心
と

し

て
北

と

東

西

に
三

金

堂

を

も

つ

一
塔

三

金

堂

の
伽

藍

配
置

で
、
高
句

麗

の
金

剛
寺

と
も
比

定

さ

れ

る
韓

国

平

安

南

道

清

岩

里

廃

寺

址

の

伽

藍
配

置
と
同

じ
系

列

の
も

の
だ
と

見
込

ま
れ

る

。
二
四
)

も

う

一
方

、

同

寺

址

か

ら

は

百

済

瓦

堂

や
同
系

列

の
瓦
堂

が
発

見

さ
れ

た
。
ま
た

、
前

述

の
百

済

技

術

者

に
よ

っ
て
、

こ

の
飛

鳥

寺

が

創
建

さ
れ

た
と

い
う
文

献

記
録
か

ら
見

れ
ば

、
む

し

ろ

こ

の
伽

藍

は
百

済

系

の
伽

藍

様

式

に

よ
る

の
で

は
な

い
か
と
考

え

ら
れ

る
。

一
方

、
飛
鳥
寺

の
完

工

の
後

、
高
句

麗

の
僧
恵

慈

と

百

済

の
僧

恵

聡

の

二
師

を

迎

え

、
渡

来

人

の
止
利

に
よ

っ
て
、
中
金

堂

の
丈
六
釈

迦
金

銅

像

が

造

ら

れ

た
と

言

う
。

二
五
)

こ
れ

に
よ

る

と

、
飛
鳥
寺

と

関
連

し

て
は
高
句

麗
仏

教
と

の
係

わ

り
を

も

排

除

し

て

は
な

ら

な

い
と

思

わ

れ

る
。以

上

の
よ
う

に
飛
鳥
寺

の
建
立

は
高
句

麗

・
百
済

の
宗

教

的

・
技

術

的

な

支

援

な

し

で

は
不

可
能

な

こ
と

で
あ

っ
て
、
後

の
飛
鳥
寺

の
経

営

に
も
恵

慈

、
恵

聡

な

ど

高

句

麗

・
百

済

僧

の
指

導
を

要
し

た

の
で
あ

る
。

の
み
な
ら
ず

、
百
済

僧

の
観

勒

を

僧

尼

検

校

の
最

高

の
地

位

で
あ

る

僧
正

に
任

じ

て
僧

尼

の
指
導

を
任

せ

て

い
る

。

二六
)

つ
ま

り

、

日
本

最

初

の
仏

寺

と

も

言

え

る

飛
鳥
寺

は

い
ろ

ん
な
紆

余
曲

折
を
経

て
完

工

さ
れ

、
経

営

が
出

来

る

よ

う

に
な

る

が

、
以

上

の

よ
う

に
四
段

階

に
か

け

て
展

開

・
発
展

し
た

日
本
初
期

仏
教

の
あ

ら

ゆ

る
役

割

を

百

済

仏

教

が

一11一



主

に
担

当

し

た

と

も

言

え

る

の

で

あ

ろ

う

。

二
、
日
本
初

伝
仏

教

の
性

格

前

述
し

た
よ

う

に
、

日
本

初
伝

仏
教

の
展
開

過
程

は

、
韓

国

の

よ

う

に
国

家

や
王

室

中

心

の

仏
教

で
な

く

て
、
蘇
我

氏

な
ど

の
豪

族

が
中
心

と
な

っ
て

い

る

。
す

な

わ

ち

、

国

家

仏

教

で
な

く

て
豪
族
仏

教
と

し

て
成

長
し

て
い

っ
た

こ
と
か

ら
、

そ

の
特
異

性

が
見

ら
れ

る

の

で
あ

る
。

例

え
ば

、
韓

国

の
場

合

は
、
在

来

の
部
族
的

信

仰

を

仏

教

が

受

容

、

統

合

す

る
と

い
う

性
格

を
も

っ
て
い
る
が

、
二
七
)
日
本

初
伝

仏
教

は
、

ま

ず

、

部

族

信

仰

を

自

ら

仏

教

に
転

換

さ

せ

て

い
る
。
そ
し

て
、
族

的
信

仰
か

ら
仏
教

信
仰

に
転

換

し

た

豪

族

が

他

の
豪

族

を

転

換

さ

せ

る
段

階
を
経

て
初

め

て
、
国

家
仏
教

に
発
展

す

る
よ

う

に
な

っ
た

の
で
あ

る
。

日
本

仏
教
を

最
初

に
受

け
入
れ

た
有

力
豪
族

の
蘇

我

氏

が

建

立

し

た

飛

鳥

寺

が

、

日
本

固

有

の
国

神

を
崇
拝

す

る
豪

族

の
領
有
地

で
な
く

、
古

代

韓

国

系

の
渡

来

人

を

村

主

と

す

る

渡
来

人

の
領

有
地

に
建

て
ら

れ
た
と

い
う

の
は
注

目

す

べ
き

こ
と

で
あ

る

。

二
八
)

な

ぜ

な

ら

ば

、
真

神

原
と

呼

ば
れ

た
飛
鳥
寺

の
創

建
予
定

地

に
は
昔

か
ら

槻
木

が

あ

っ
て
、

こ

の
樹
林

は

、

こ

の
地

元

の
人

々

の
宗
教

聖
地

だ

っ
た
と

言

う
。
し
か

ら
ば

、

飛

鳥
寺

の
創

建

は

仏

教

以
前

の
樹

木

崇
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拝

の
聖
地

に
仏

寺
が
建

て
ら
れ

、
樹
林

信
仰

で
の
巫
が

飛
鳥
寺

の
僧

尼
と

な

る
わ

け

だ

が

、

二九
)

こ
う
し

た
例

は
、
古

代
韓

国
社
会

に
仏

教

が
受
け

ら

れ

た
当

時

の
事

情

か

ら
も

見

き

わ

め

る

こ

と

が

で
き

る
か
ら

で
あ

る
。

つ
ま
り

、
蘇

塗
信

仰

の
基

盤

の
上

に
仏

教

が

受

容

さ

れ

る

百
済

仏

教

が

そ
れ

で
あ

り
、
三
〇
)
新

羅

で
天
鏡

林

に
興
輪

寺

が

、
神

遊

林

に

四
天

王

寺

が

建

て
ら

れ

た

と

い
う

こ
と
な

ど
が

、
そ

の
よ

う
な

こ
と
だ

と
思

わ
れ

る
。
三
一)

古

代

日
本

で
も
樹

林
信

仰

は
あ

っ
た
だ

ろ
う

が
、

飛
鳥

寺

が

建

て
ら

れ

た
聖

地

が
古

代

韓

国

系
神

の
聖

地
だ

っ
た
と
す

れ
ば

、
日
本
仏

教

の
始
源

を

な

す

飛

鳥

寺

は
蘇

我

氏

を
中

心

と

し

た

豪
族

の
私

寺
的
な
性

格
を

も

つ
の
は
言
う

ま

で
も

な
く

、

そ

の
私

寺

的

な

性
格

を
も

つ
飛

鳥

寺

は
古
代

韓

国
仏
教

が
蘇
塗

信
仰

に
基

づ

い

て
仏
寺

を
建

立

す

る
類

型

と

同

じ
脈

絡

か
ら

理

解

さ

れ

る

の
で
あ
る

。

結

局

、
日
本

の
初
期

仏
教

は
蘇
我

氏
を

中
心

と

し

た
豪

族

の
私

寺

仏

教

に
始

ま

る
が

、
反

仏

派

の
物

部

氏

の
豪

族
勢
力

が
崩
壊

し

た

の
ち

、
よ

り
多

く

の
有

力

豪

族

ら

が
蘇

我

氏

の
支

援

を

受

け

て
私
寺

を
建
立

し

た

の
で
、
そ

の
数

は

四
六

個

寺

に
到

る
と

言

わ

れ

る

。

三
二
)

そ
し

て
次

の
日
本

仏
教
は
、
こ
の
よ
う

に
有
力
豪
族

に
よ

っ
て
建

て
ら
れ
た
余
他

の
私
寺
が
再

び
高
句

麗

・
新

羅

の
仏
教
を
受

け
入
れ
な
が
ら
新

た
な
仏
教
文
化

の
発
展
を
図

る
よ
う

に
な

っ
た
と
思
わ
れ

る
。
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皿

新
羅
仏
教
と
聖
徳
太
子

の
日
本
仏
教

百
済

の
聖
王

が
五

三
六
年

、
初

め

て

日
本

に
仏

教

を

伝

え

て
以

来

、
蘇

我

氏

の
豪

族

が

中

心

と
な

っ
て
物

部
豪

族

ら

の
反
対

を
退

け
な

が
ら

、
五
九

六
年

、
飛
鳥

寺

を
創
建

し

た
。

そ

し

て
、

他

の
豪

族
勢

力
も
仏

寺
を

建

て
、
私
的

な
仏

教
が
発

展

し

て

い
く

ま

で

日
本

皇

室

の
仏

教

へ
の

関

心

が
如
何

な

る
も

の
だ

っ
た
か
を

見

る
と
、

最

初

伝

来

当

時

の
欽

明

天

皇

(
五
三
个
五竺
)

は

、

仏

教

に
対

し
奉

仏
派

と
反

仏
派

の
中
立

的

な

立

場

で
、

敏

達

天

皇

(
宍
五
-五
八
七
)

は

、
仏

教

受

容

の
姿

勢

を
取

っ
て
い
な
か

っ
た

。
そ

の
後

、

用

明

天

皇

(
五
八
五
五
八七
)

に
よ

っ
て
初

め

て
崇

拝

さ

れ

、
聖

徳
太

子

に
到

っ
て
、
国
家

仏
教

と

し

て
の
性

格

を

も

つ
よ

う

に
な

る

が

、

こ
う

し

た
仏

教

が
白
鳳

奈
良

仏
教

に
引
き

継

が
れ

た

の
で
あ

る
。
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一
、
私

寺
仏

教

か
ら
官
寺

仏
教

へ
の
転
換

私
寺

仏
教

と

は
、
国
家
仏

教

で
は
な

く

て
豪

族

一
家

の
祈

願

を

担

当

す

る
仏

寺

を
指

し

、
官

寺

と

は
、
国
家
仏

教

、
す

な
わ

ち
国
家

と

人
民

の
安

寧

を

祈

る

の
を

目

当

て

に
建

て
ら

れ

た
仏

寺
を

指
す

。
韓
国

の
寺

院

は
初

期

の

一
部

を
除

い

て
は
最

初

か

ら
官

寺

、

つ
ま

り

国
家

仏

教

か



ら
始

ま

っ
て

い
る
が

、

日
本
仏

教

は
前
述

し

た
よ

う

に
草

創

期

の
寺

院

は
私

寺

か

ら
始

ま

っ
て

い
る
。

そ
し

て
、
こ

の
よ
う
な
私

寺

が
官
寺

に
転

換

す

る

に
は

、
半

世

紀

以

上

の
長

い
日

々
を

待

っ
て
か
ら

で
あ

る
。

こ
れ

は
私
寺

と

し

て
創
建

さ

れ

た

飛

鳥
寺

が

、

官
寺

に
移

行

す

る

過
程

を

見
れ

ば
も

っ
と
明

ら

か

に
な

る

の

で
あ

る

。

飛
鳥

寺

が
蘇
我

馬
子

の
発
願

に
よ

る
私

寺
だ

っ
た
と

い
う

の
は

、

《

日
本

書

紀

》

崇

峻
天

皇

前

記

(
果
七
)
で
明

ら
か
な

こ
と
だ

が

、
大

化
改

新

に
よ

り
、
馬

子

の
子

孫

で
あ

る
蝦

夷

入

鹿

親

子

が
滅

亡

し
、
飛
鳥
寺

側

で
は
新

し

い
飛
鳥

寺

の
創

建

縁

起

を

創

作

し

て

、
皇

室

と

の
関

係

を

深

め

て
官
寺

的
性

格

の
寺
院

に
変
貌

し

て
い
く

の

で
あ

る

。

つ
ま

り

、
飛

鳥

寺

で

は
縁

起

を

創

作

し
直

す

過
程

で
、
創
立
者

の
蘇

我
馬

子

と

の
関
係

を

出

来

る
だ

け

薄

く

し

、
、
そ

の
代

り

に
飛

鳥

寺

の
創
立

に
天

皇

が
関
与

し

て

い
る
か

の
よ

う

に
記
述

し

て

い

る
事

実

を

幾

つ
か

の
文

献

か

ら
見
極

め

る

こ
と
が
出

来

る
が

、
大

体

そ

の
過

程

は
次

の
よ

う

で
あ

る

。
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第

一
段

階

で
は

、
馬
子

が
発

願
者

と

し

て
蘇

我
氏

自

身

の

た
め

創

寺

し

た

の
を

明

ら
か

に
し

て

い
る

。
三
三
)

第

二
段

階

で
は

、
馬

子
が
天

皇

の
た
め

寺

を
建

て
る

と

い
う
発

願

の
主

体

者

に
変

貌

し

て

い

る
。
三
四
)



第

三
段

階

で
は
、
推
古

天
皇

が
発
願

者

と
な

っ
て
馬

子

と

聖

徳

太

子

に
命

じ

て
寺

を
建

て
し

め

た

こ
と

に
な

っ
て
い
る
。
三
五
)

最
終

段
階

で
は
、
馬

子

の
名
前

は
全

く

見
え

な
く

な

り

、

推
古

天
皇

の
勅

願

で
、
寺

と
仏

像

が
造
成

さ

れ
た

こ
と

に
な

っ
て

い
る
。
三
六
)

こ
の
よ

う
に
し

て
飛
鳥

寺

は
徐

々

に
官

寺
的

性
格

を
強
化

し

て
、
ま
も

な

く
天
武

九
年

(
六
八
○
)

に
は
国

の
官
寺

で
あ

る
大
官

大
寺

の

一
つ
に
な

っ
た

の
で
あ

る

。

以
上

の
如

く
七
世

紀
末

か
ら

八
世
紀

の
初
め

に
な

る
と

、

日
本

に

は
飛

鳥

寺

・
薬

師

寺

・
川

原
寺

.
大

官
大

寺

.
法

隆
寺

な

ど

の
寺

刹

が
国
家

的
寺

院

の
官

寺

と
し

て
経
営

さ

れ
る

。

日
本
仏

教

に
お

い

て
私
寺

が
官

寺

に
移

行
す

る
過
程

を

見

る
と

、

最

初

の
段

階

の
私

寺

の
性

格

を
明

ら
か

に
表
す

の
は

、
発

願
者

が
個

人

で
あ

り

、
目

的

も

個

人

の
安

寧

を

祈

願

し

て

い
る

の

で
あ

る
。
し
か

し
、
官
寺

に
移

行
す

る
第

一
段

階

に
お

い

て
、

国

王

や

王

室

の
安

全

の
た

め

に
寺

を
建

て
る
と

い
う
発
願

文

の
変

化

が
出

る

。
こ
う
し

た

段

階

の
代

表

的

な

寺

刹

と

し

て
、

四
天

王
寺

.
法

隆
寺

な
ど

に
注

目

す

べ
き
だ

と
思

わ
れ

る
。

な

ぜ

な

ら

ば

、

こ
れ

は

聖
徳

太

子

信
仰

と
新

羅
仏
教

と

の
係
わ

り
を

理
解
す

る

に
役
立

つ
か
ら

で
あ

る
。

法

隆
寺

は
最
初

の
寺

名

は
斑

鳩
寺

で
、

一
次
伽

藍

・
二
次

伽

藍

・
三
次

伽

藍

が
あ

っ
た

の
が
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発

掘

調
査

で
確
か

め
ら

れ
た
が

、
飛
鳥
寺

の
記
録

が
《

日
本

書

紀
》

な

ど

に
詳

細

に
記
載

さ
れ

て

い
る

の
に
比

べ
、
法

隆
寺

の
こ
と

は
、
文

献

記
録

か

ら

は
詳

し

い

こ
と

を

見

る

こ
と

が
出

来

な

い
。
し
か
し

、
遺

物
を

通
し

て
見

る
と

、

一
次

伽

藍

が
聖

徳

太

子

自

身

に
よ

っ
て
創

建

さ

れ

た
と

い
え
ば

、
二
次
伽

藍

は
聖
徳

太
子

の
死
後

、
彼
を

迫

慕

し

て
再

建

し

た

こ
と

が
分

か

る

。

一
方

、
四
天
王
寺

は
聖

徳
太

子
自

身
が

建
立

し
た

と

も

、

ま

た

は

聖

徳

太

子

の
た

め
建

立

さ

れ

た
と
も

伝

え
ら
れ

て
い
る
。
三
七
)

広

隆
寺

は
、
古
代
韓

国

か
ら

の
渡
来

人

で
あ

る
奏

河
勝

が
創

建

し

た

と

伝

え

て

い
る

。

三
八
)

こ
の
寺

は

最
初

に
京

都

九
条

の
河
原

県

に
位

置

し

て

い
た

が

、

寺

域

が

狭

く

て
今

日

の
太

秦

に

移

り
建

て
た
と

い
う

。
と

こ
ろ

が

こ
の
寺
を
建

て
よ

う

と

し

て

い
た

あ

る

日
、
、
聖

徳

太

子

が

諸

豪

族

ら

に
、
自

分

の
持

っ
て
い
る
仏
像

を
礼
拝

し

た

い
者

に
ゆ

ず

る

と

言

っ
た

。

そ

れ

で
河
勝

が
聖

徳
太

子
か

ら
仏

像

を
も

ら

っ
て
広
隆

寺
を
建

て
た
と

い
う

。
三
九
)

こ

の
時

、
聖
徳
太

子

が
奏

河
勝

に
寄

贈

し
た
仏
像

が

如

何

な

る

仏

像

で
、

ま

た

聖

徳

太

子

は

ど

の
よ
う

な
経
路

を
経

て
こ

の
仏
像

を
手

に
入

れ

た

の
か

は

分

か

ら

な

い
が

、

奏

河

勝

が

そ

れ

ま

で
仏

法

興

隆

の
主

導

権

を

握

っ
て

い
た

飛

鳥

の
蘇

我

馬

子

に
仏

像

を

求

め

ず

、

斑

鳩

地

方

(
法

隆
寺

)

の
聖
徳

太
子

に
仏
像

を
求

め

た
と

い
う
点

に
目

を
引

か

れ

る

の
で
あ

る
。

な

ぜ

な

ら

ば
聖

徳
太

子
と
広

隆
寺

の
奏

河
勝

、
四
天
王

寺

の
難

波

吉

士

な

ど

の
結

合

は

、
仏

教

を

通

し

た
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も

の
で
あ

り

、
こ

の
よ

う

に
仏

教
を
媒

介

に
す

る
聖

徳

太

子

の
支
持

者

が
徐

々

に
増

え

て

い

た

と
も

考

え
ら
れ

る
か

ら

で
あ

る
。

聖
徳

太
子

は
推
古

天
皇

の
即
位

に
よ
り

、
二
〇
歳

に

し

て
摂

政

皇

太

子

に
任

命

さ
れ

、

政

治

的

に
は
冠
位

一
二
階

の
制

定

、

一
七
条
憲

法

の
制
定

・
公
布

な

ど

に

よ

り

、
革

新

的

な

施

策

を

通

し

て
人
材

の
登
用

と
儀
礼

秩

序

の
確
立
を

図

り
、
貴

族

官

僚

の
徳

育

教

化

や

政

治

の
質

的

転

換

を
も

た
ら

し
た

。

一
方

、
摂
政

に
就
任

し
た
推
古

二
年

(
五
九
四
)
、
始

め

て
仏
法

僧

の
三
法

興
隆

の
詔
が
発

表

さ
れ

る
と
、
諸
臣

は
君
親

の
た
め
寺

の
建

立

を

競

い
合

っ
た

。

以
後

、
聖

徳

太

子

崇
拝

の
風

潮
が

生
じ

、
法

隆
寺

と
共

に
太
子

信

仰

を

高

揚

す

る

よ

う

に
な

っ
た

と

い
う

。
四
〇
)

こ
の
点

に
関
し

て
新
羅
仏

教

と
聖
徳

太
子

信
仰

と

の
関
係

が

見

ら

れ

る
次

の
よ

う

な
記

事

が

注

目
さ

れ
る

。

ま
ず

、
六

.
七

世
紀

に
か

け

て
新

羅

は
、

日
本

に
仏

像

な

ど

の
仏

教

文

物

を

伝

え

て

い
る

。

そ

の
記
事

を
《

日
本

書
紀
》

で
見

る
と

、
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(
一
)
新

羅
遣
奈

此
政

奈
末

進
調

并
送
佛

像

眞
平

王
元
年

(
五
七九
)
敏

達
天

皇

八
年
冬

一
〇

月

(
二
)
新
羅

遣
奈

末
竹
世

士
貢

佛
像



眞
平
王
三
八
年

(六
一六
)
推
古
天
皇

二
六
年
秋
七
月

(
三
)
新
羅
遣
大
使
奈
末
智
洗
爾
任
那
遣
達
率
奈
末
智
並
来
朝
仍
貢
佛
像

一
具
及
金
塔
井
舎
利

且
大
頂
幡

一
具
小
幡
十

二
條
即
佛
像
居
於
葛
野
秦
寺
以
余
舎
利
金
塔
潅
頂
幡
等
皆
納
宇

四
天
王
寺
。

眞
平
王
四
五
年

(杢
三)
推
古
天
皇
三

一
年
秋
七
月

(四
)
大
宰
獻
新
羅
調
賦
并
別
所
獻
佛
像

神
文
王
八
年

(六八八
)
持
統
天
皇
三
年
二
月

(五
)
新
羅
獻
金
銅
阿
彌
陀
像
金
銅
観
世
音
菩
薩
像
大
勢
至
菩
薩
像
各

一
躯

神
文
王
九
年

(六
八九
)
持
統
天
皇
三
年
四
月
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以
上

の
よ
う

に
、
新

羅

で
は

日
本

に
仏
像

な
ど

の
仏

教

文

物

を

随

時

に
送

っ
て

い
た

こ
と

が

分

か

る
が
、

こ
の
中

で
特

に
目

を
引

く

の
は

(
三
)

の
記

事

で
あ

る
。

こ

の
記

事

で

「
即

仏
像

居
於
葛

野
奏
寺

」
と

い

っ
て
当

時
送

っ
た
仏

像

の
安
置

場

所

を

明

記

し

て

い

る
か

ら

で
あ

る

。

こ

の
葛

野
奏
寺

は
今

日
の
京

都
市

太
秦

に
あ

る
広
隆

寺

で
、

こ

の
寺

は
我

国

の
国

宝

八

三

号

弥

勒

菩
薩

半
跏

思
惟
像

と
全

く
同
型

の
弥

勒
像

を
奉
安

し

て

い

る

こ
と

か

ら

我

国

と

の
関

係

を

思

わ
せ

て

い
る
。



と

こ
ろ
が
、

こ
の
寺

の
創

建

は
前
述

し

た
記
事

の
仏

像

を

送

っ
た

一
年

前

に
聖

徳

太

子

が

別

世

(
六
二
二
)
し

た

の
で
、
彼

の
冥
福
を

祈

る
た

あ

に
新

羅
系

の
豪

族

と
推

定

さ
れ

る
奏

河

勝

が

創

立
し

た
と
伝

え
ら

れ

て
い
る

。
四
一)
そ
し

て
、

奏

河

勝

は

広

隆
寺

の
本

尊

仏

を

弥

勒

半

跏

像

と

奉

安
す

る

こ
と
を
希

望
し

た
。
従

っ
て
新

羅

の
真

平
王

に
そ

の
よ

う
な
仏
像

を
要
請
し

て
も
ら

っ

た

の
が

、
前

記
事

の
仏

像

で
あ
り

、
ま
た

そ
れ

が
今

日

に
伝

わ

っ
て

い

る
広

隆

寺

の
弥

勒
菩

薩

半

跏
思
惟

像
だ

と
知

ら
れ

て
い
る
。
四
二
)

一
方

、
真

平
王

に
弥
勒

像

と
土
ハ
に
送

ら
れ

た
金
塔

・
舎

利

・
潅

頂

幡

な

ど

は
難

波

の
四
天

王

寺

に
献

さ
れ

た
と

い
う
が

、
こ

の
よ
う
な
事

実

は
蘇

我

氏

や
飛

鳥

寺

な

ど

を

通

し

て
百
済

関

係

の
仏

教
文
物

が
伝

え

ら
れ

た

こ
と

と

は
違

っ
て
、
太

秦

の
広

隆

寺

や

難

波

の
四
天

王

寺

に

は
新

羅

の
真
平
王

か

ら
直

接
仏

像

・
仏
具

な

ど
が
献

納

さ
れ

て
い

る

の
が
注

目

さ

れ

る

の

で
あ

る
。

こ
こ
に
は
弥
勒

信
仰

を

め
ぐ

っ
た
新

羅
と

日
本

と

の
新

た

な

仏

教
文

化

交

流

関

係

が

形

成

さ

れ

て
い
た
と
考

え
ら

れ

る
。

真
平

王

に
よ

っ
て
送
ら

れ

四
天
王

寺

に
献
納

さ
れ

た

金

塔

・
舎

利

な

ど

は
《

四
天

王

寺

御

朱

印

縁
起
》

に
書

い
て
あ

る

"
金

塗
六

十
宝

塔

基

"

と

し

て
知

ら

れ

て
い

る
が

、

四
三
)

同

縁

起

に

よ
る
と

、
金

堂

の
本
尊
仏

は
、
金

銅
救

世

観
音

像

一
體

だ

が

、
《

太

子

伝

古

今

目

録

抄

》

所

引

の
《
大
同

縁
起

》

に
は

"
弥

勒
菩

薩

一
駆
蓮

華
座

"

と

さ

れ

て
い

る
弥

勒

菩

薩

像

で
あ

る
。

こ
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の
よ
う
な

菩
薩
像

に

つ
い

て
は
百
済

国

王
が
聖

徳
太

子

を
敬

い
慕

っ
て
造

成

し

た
像

だ

と

い
う

寺
伝

も
あ

る
が

、
以
上

の
四
天

王
寺

・
広
隆
寺

の
新

羅

と

の
関
係

か

ら
見

る
限

り

、
む

し

ろ
新

羅

と

の
係

わ
り
を

重
視

す

べ
き
だ
と

思

う
。

四
天
王
寺

は
聖

徳
太

子

の
創

建

、
ま

た

は
聖
徳

太

子

の
為

に
創

建

さ
れ

た
と

い

う
寺

伝

が

あ

る
。
四
四
)

こ
れ
は
飛

鳥
寺

が
私
寺

か
ら

官

寺

に
移

行

す

る

過
程

の
中

で
、

創

建

者

の
発

願

が

代

る
よ
う

に
な

っ
た

こ
と

と
同

じ
類
型

だ
と

思
わ

れ

る
。

つ
ま

り

、

四
天

王

寺

も

官

寺

と

し

て

の

位

置
を
確
固

た

る
も

の
に
す

る
以
前

に
、
私
寺

と

し

て

の
四
天

王
寺

が
存
在

し

た

の

で
あ

る
。

田
村
圓
澄

は

、
こ

の
私
寺

と

し

て
の
四
天

王
寺

は
難

波

に
本

拠

地

を

も

つ
難

波

吉

士

に
よ

っ

て
創
建

さ

れ
、

一
方

、
難

波
吉

士

の

「
吉
士

」

と

は

、
新

羅

の
官

等

で
あ

る
十

七

官

階

の
う

ち

第
十

四
位

の

「
吉

士
」

に
あ

た

る
と

言

っ
て
、
難
波

吉

士

は
新

羅

系

人

だ

と

主

張

し

て

い
る

。

そ
し

て
、
こ

の
難
波
吉

士

は
六
世

紀

の
後

半

よ

り
七

世

紀

に

か
け

て

日
本

朝

廷

の
対

新

羅

交

渉

が
活
発

に
な
る
と

外
交
使

節

と
し

て
新
羅

に
度

々
行

っ
た
と

い
う
。
四
五
)

《

日
本
書

紀
》

に
よ
る
と

、
六

一
〇
年

、
新

羅

・
任

那

の
使

臣

が

入

京

し

た

時

、

膳

大

伴

は

任

那

の
使

臣
を
迎

え

る
荘

馬
長

に
、
そ
し

て
新

羅

の
使

臣
を

案

内

す

る
役

を

奏

河

勝

が

担

っ
て

い
る
。
四
六
)

さ

て
、
法
隆
寺

も

、
再

建
法

隆
寺

の
以

前

に
私

寺

的

性

格

を

も

つ
斑

鳩

寺

が

あ

っ
た

と

い
う
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が
、

こ
の
私

寺

と
し

て
の
法

隆
寺

の
前

身

は
、
斑

鳩

地

方

(
奈

良

県

生

駒

郡

斑

鳩

町

)

に
本

拠

地

を
も

つ
膳
氏

豪
族

に
よ

っ
て
建

て
ら
れ

た

と

推
定

さ

れ

て

い
る

。
四
七
)
膳

氏

家

は

早

く

か

ら

古
代

韓
国

と
深

い
関

係

を
結

ん

で
い
た
。
膳
斑

鳩

は

、

四
六

四
年

に
高

句

麗

の
軍

士

に
囲

ま

れ

た
新

羅

の
王
を

救

う
為

に
、
難
波

吉
士
赤

目

子
と

一
緒

に
出

兵

し

て
お

り
、

膳

巴

堤

便

は
五

四

五
年

、
百
済

に
渡

っ
た

こ
と

が

あ
る

。
ま

た
膳
傾

子

は

五
七

〇

年

、

高

句

麗

使

者

を

饗

応

す

る

役
を

担

う
な
ど

古
代

韓
国

の
事

情

に
詳
し

い
開
明

豪
族

で

、
蘇

我

馬

子

と

共

に
反

仏

派

の
物

部

安
屋

の
討
伐

に
参
加

し

た
奉
仏

派

で
あ

っ
た
。
四
八
)

一
方
、
膳
氏

と

聖
徳

太
子

と

の
関
係
を

見

る
と

、
膳

傾

子

の
娘

が

聖

徳

太

子

の
妃

に
も

な

る

が

、
聖
徳

太
子

が

六
〇

五
年

に
斑

鳩

に
宮

を
移

し
た

動

機

と

い
う

の
が

膳

氏

に
よ

る

斑

鳩

の
開

明
性

に
あ

っ
た

、
と

い
う

こ
と

に
も

っ
と
重

点
を

お
く

べ
き

だ
と

思
わ

れ

る
。

こ
の
よ

う

に
見

る
と
、
斑
鳩

の
膳
氏

、
難
波

の
難

波

吉

士

、
太

秦

の
河

勝

は
皆

護
仏

の
豪

族

で
、
早
く

か

ら
私
寺

を
所

有

し

て
い
た
。

こ
れ

ら

豪

族

の
中

、
難

波

吉

士

と
河

勝

な

ど

は
新

羅

系

人

と

い
う
基

盤

を
も

と

に
し

て
古
代
韓

国
と

深

い
関
係

を
結

ん

で

お

り

、
膳

氏

は
韓

国

の
事

情

を

よ
く
知

っ
て

い
た
開
明
派

豪

族

で
、
前

述

の
二
人

の
豪

族

と

は

、
お

互

い

に
意

気

投

合

す

る

こ
と

が
出
来

た

の
で
あ

る
。
そ
し

て
、
聖
徳
太

子

と
膳

氏

は
仏

教

を

前

提

と

し

た
開

明

性

に

よ

り
、
深

い
係

わ

り
が
結

ば
れ

た
と
思

わ
れ

る
。
要
す

る

に
聖

徳

太

子

、

膳

氏

、

難

波

吉

士

、
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河
勝

氏
ら

は
仏

教
を

基
盤

と
し

て
お

互

い
に
結
ば

れ

、

ま

た

そ

の
結

合

は

百
済

仏

教

を

も

と

に

し

て

い
た
蘇
我

氏

に
よ

る
仏
教

と

は
違

っ
て
、
新

羅

と
直

接

に
連

結

さ

れ

た

新

し

い
仏

教

に

よ

る
結

合

(
開

明
性

)

で
あ

っ
た
。

こ
の
新

た

な
仏
教

は
弥

勒
仏

教
を

指
向

し

て

い
た

。

そ

の
よ

う

な

仏
教

は

、

私
寺

仏
教

を

克

服

し

て
公
的

な
国
家

仏
教

を
目

指

し
、

こ
こ

に
聖

徳
太

子

に
よ

る

国

家

仏

教

が

展

開

さ

れ

た

と

考

え
ら

れ

る
。

二

、
新
羅

仏
教

と
聖

徳
太

子
信

仰
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筆
者

は

、
韓

国
仏
教

史

に
お

い
て
初

期
仏

教

の
主

流

を

な

し

て

い

る

の
が

弥

勒

思

想

で
あ

っ

た

の
を

し
ば

し
ば
強

調

し

て
き

た
と

こ
ろ
だ

が
、
四
九
)
初
期

日
本

仏
教

に
お

い

て
も

、
弥

勒
仏

・

弥

勒
菩

薩
像

が

よ
く
登

場
し

て
い
る
点

が
注

目
を
引

く

。

つ
ま

り

、

敏

達

天

皇

=

二
年

に
鹿

深

が
百
済

か

ら
弥
勒

石
像

一
體

を
も

ら

っ
て
き

て
、
善

信

尼

ら

に
供

養

礼

拝

さ

せ

た

の
が

そ
れ

で

あ

る
。
五〇
)
ま
た

、
最

初

に
百
済

が

日
本

に
仏

教

を

伝

え

た

時

も

太

子

像

一
嫗

を

送

っ
た

と

い

う
が

、
五
一)
こ

の
太

子
像

も
弥

勒
像

を
指

し

て

い

る
と

思

わ

れ

る
。

も

う

一
方

、
仏

教

を

通

し

て
聖

徳
太

子
と
関

係
深

か

っ
た

四
天
王

寺

、
広

隆
寺

な

ど

に
も

、
前

述

し

た

よ

う

に
弥

勒

像

が



本
尊

と
し

て
安
置

さ
れ

た
と

い
う
。

そ
れ

で
は
、
韓

国

と

日
本

が
共

に
初

期
仏

教

に
お

い

て
弥

勒

信

仰

に
深

い
関

心

を

表

し

て

い

た

の
は
何
を
意

味
す

る

の
で
あ

ろ
う
か

。

弥
勒

信
仰

は
、
死
後

、
弥
勒

が
修

行

し

て
い
る

兜

率

天

へ
の
往

生

を

目

的

と

す

る

上
生

信

仰

と
、
弥
勒

の
娑
婆

世
界

下
生

を
待

つ
下

生

信

仰

と

に
分

け

ら

れ

る

。

翌
)

こ

こ

で
前

者

は
弥

勒

菩

薩
が
信

仰

の
対
象

と

な
り

、
後

者

は
弥
勒

仏
が
信

仰

の
対
象

と

な

っ
て
い
る

。
五
三
)

そ
し

て

、

上

生
信
仰

が
個

人

の
問
題

と
係

わ

る
信
仰

形
態
を

持

つ
な

ら
ば

、
下

生

信

仰

は
国

土

や
全

国

民

に
帰
結

さ
れ

る
信
仰

形
態

を
も

つ
の

で
あ

る

。

五四
)

一
方

、
上

生

信

仰

は
戒

律

を

守

る

こ
と

を

強

調
す

る
が
、
下
生

信

仰

は
弥

勒

へ
の
礼

敬

の
み
を

強

調

す

る

。

そ

し

て

、
前

者

は
戒

律

重

視

と

い
う

こ
と
か

ら
転
輪

聖

王
思
想

と
結

ば
れ

、
五
五
)
後

者

は
弥

勒

下

生

が

到

来

し

た

時

の
世

俗

の
政

治

は
転
輪

聖
王

に
よ

っ
て
行

わ

れ
る
と

い

う

こ
と

か

ら

転

輪

聖

王

と

結

ば

れ

る

。

五
六
)

こ

こ
で
弥
勒
信

仰

は
、
上
生

信
仰

や
下
生

信

仰
共

に
転
輪

聖

王

思

想

と

の
係

わ

り

が

考

え

ら

れ

る

が
、
新
羅

の
弥

勒
信

仰

は
上

・
下
信
仰

が
共

存

し

て
い
る
。

つ
ま
り

、
弥

勒
半

跏
像

を
造

成

し

、

八
関
斎

戒
な

ど
戒
律

を
重

ん
じ

る
新

羅
仏

教

は
上
生
信

仰

と

言

え

る

し

、
真

慈

ら

に

よ

っ
て
弥

勒

の
下
生

を
発

願

し
、
弥
勒

が
花

郎

に
化
現

す

る
と

い
う

の

は

、

下
生

信

仰

の

一
端

と

し

て
見

ら
れ

る
。
五七
)
と

こ
ろ
が

、
前

者

は
主

に
貴

族
階

層

に

よ

っ
て
流

行

し

、
後

者

は
王

権

を

中

心
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と

し

て
展

開

し

て

い
る
が

、
両

形
態

の
弥
勒

信
仰

は

共

に
正

法

政

治

の
た

め

に
必

要

だ

っ
た

と

思

わ

れ
る
。

初
期
仏

教

の
社

会
的

展
開

が
転

輪
聖

王
思
想

に
基

づ

い

て

い

る
と

い
う

の
は

、

真

興

王

の
行

跡

か

ら
も
見

極

め
ら

れ

る
。
真

興

王
は

二
人

の
太

子

を

銅

輪

・
舎

輪

、

ま

た

は
金

輪

と

命

名

し

て
い
る
が

、
置
八
)

こ
れ

は
転
輪

聖

王
が

そ

の
威

徳

に
従

っ
て
、

金

輪

王

・
銀

輪

王

・
銅

輪

王

・

鉄

輪

王
と

し

て
四
洲

を
治

め

る
と

い
う

こ
と

か
ら
始

ま

っ
た

と

思

わ

れ

る
。

一
方

、

真

興

王

の

巡
狩

碑

に
表

れ

て
い
る
巡

行
も

、
阿
育
王

が
行

な

っ
た
転

輪

聖

王

と

し

て

の
巡

行

と

同

じ

性

格

で
あ

る

の
が
理

解

さ
れ

る
。

つ
ま
り
、
阿
育

王

は
転

絵

聖

王

の
立

場

か
ら

ダ

ル

マ
の
政

治

を

行

な

っ
て
法

巡
行

を
自

ら

の
実
践

事
項

と
し

た
。
巡
行

の
主

な

目
的

は

、
沙

門

達

と

会

見

し
彼

ら

に
布

施
を

施
す

こ
と

と

、
各

地

の
大
衆

と
接
触

し

な

が

ら
ダ

ル

マ
政

治

に
関

す

る
意

見

を

ま

と

め

る

こ
と

で
あ

っ
た
。
五
九
)

真

興
王

の
巡

狩
碑

は
、
征

服

し

た
各

地
方

の
人

々

を
直

接

把

握

し

、

こ

れ

ら

の
地

域

社

会

に

秩
序

を
付

与
す

る

の
に

一
次

的
意
味

を
も

っ
て

い
た
が

、

こ
う

し

た

巡
狩

に
法

師

を

同

行

さ

せ

て

い
る
こ
と

は
、
阿
育

王

に
よ
る
ダ

ル

マ
政

治

の
巡
行

に
よ
く
似

て
い
る
。

以
上

、
初

期

新
羅

仏
教

の
社

会
的
展

開

は
転
輪

聖

王

思

想

の
実
践

に
あ

り

、

そ

れ

と

係

わ

っ

て
弥
勒

信
仰

が
盛

行

し
た
と

も
考

え
ら

れ

る
。
特

に
新

羅

の
弥

勒

信

仰

は

花

郎

、

す

な

わ

ち

弥
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勒

で
あ

り

、
半
跏

思
惟

像

で
も
あ

る
と

い
う
信

仰
形

態

を

展

開

さ

せ

た

と

い
う

点

に
特

徴

が

あ

る
。

こ
う
し

た
発

想

は
転
輪

聖
王

の
立
場

か
ら

正
法

政

治

を

目

指

し

て

い
た

真

興

王

に
よ

っ
て

育
成

さ
れ

た

こ
と
か

ら
意
味

が

あ
る
と
見

ら

れ

る

の
で
あ

る
。

百

済

に
お

い

て
も
弥

勒
信

仰

が
大

い
に
盛
行

し

た
が

、

《

三

国
遺

事

》

の
記
録

や
益

山

弥

勒

寺

の
三
院
伽

藍

の
遺
蹟

か

ら
下
生
信

仰

の
盛
行

の
様

子
を

充
分

に
推
測

で
き

る

の

で
あ

る

。
六
〇
)

し

か
し
、

こ
の
よ

う
な
下
生

信

仰

の
道

場
が

武
王
代

に
大

い
に
経

営

さ
れ

る
前

、
百

済

に

は
弥

勒

上
生

信
仰

が
流

行
し

て
い
た

の
を

、
弥
勒

寺

緑

起

説

話

が
伝

え

て

い

る

こ
と

か

ら

、
六
一)

百

済

に
も

弥
勒
上

.
下

生
信

仰

が
共
存

し

て

い
た

こ
と

が
分

か

る

。
そ

し

て
、

百

済

仏

教

の
戒

律

上

、
弥
勒
信

仰
と

の
係

わ

り
も
謙

益

の
事

跡

か

ら
見

る

こ
と

が

出

来

る

。

六
二
)

一
方

、

聖

王

・

法

王
な
ど

に
よ
る
戒

律
思
想

も

、
転
輪

聖

王
と

し

て
ダ

ル

マ
の
政

治

を

行

う

の

に
必

要

だ

っ
た

と

い
う
事

実

に
接

近

す

る

こ
と

が
出
来

る
。
唯

、
新

羅

の
弥

勒

信

仰

に
見

ら

れ

る

花
郎

の
弥

勒

化
現

と

い

っ
た
形

態

は
見

る

こ
と

が
出
来

な

い
。

も

う

一
方

、

日
本

で
は
、
新

羅
系

渡
来

氏
族

の
難

波

吉

士

と
奏

河

勝

な

ど

の
奏

氏

に
弥

勒

上

生

信
仰

の
対
象

で
あ

る
弥

勒
半

跏

思
惟

像

が
新

羅
か

ら
送

ら

れ

、

四
天

王

寺

と

広

隆

寺

に
本

尊

と

し

て
奉

安

さ
れ

た
と

い
う

の
は
す

で
に
述

べ
た
と

こ
ろ

だ

が

、

こ

の
よ

う
な

弥

勒

半

跏

思

惟

像

を
新
羅

で
は
花
郎

と
崇

拝
し

て
い
た
が

、
日
本

で
は
半

跏

像

信

仰

が

聖

徳

太

子

の
形

で
崇

拝
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さ
れ
た
と

い
う
田
村
圓

澄

の
論
証

は
か

な

り
目

を

引

く

の

で
あ

る
。

六
三
)

な

ぜ

な

ら
ば

こ

の

よ

う
な
信
仰

形
態

は
、
弥
勒

即
花
郎

と

い

っ
た

、
新

羅

の
弥

勒

信

仰

か

ら

由
来

し

て

い
る
と

考

え

ら
れ

る
か
ら

で
あ

る
。

半

跏
像

即
聖
徳

太
子

の
信

仰
形
態

を
も

つ
寺

院

は

、
前

述

し

た

四
天

王

寺

・
広

隆

寺

以

外

に

法

隆
寺

・
中
宮
寺

・
法

起
寺

・
橋
寺

・
葛

木
寺

な

ど

の
七

寺

が

八

世

紀

前
後

に
広

が

っ
て

い

た

こ
と
を
《

法
隆
寺

伽
藍

緑
起
并

流

記
資

財
帳
》

な

ど

で
見

る

こ
と

が

で
き

る
。

と

こ
ろ
が

、
こ

の
よ

う
な
聖
徳

太

子
信

仰
が

拡
大

し

て

い
く

う

ち

、

飛

鳥

寺

が
意

図
的

に
除

か

れ

て

い
る

の
は
興
味

深

い

こ
と

で
あ

る

。
な

ぜ

か
と

言

え
ば

、

半

跏

像

即

聖
徳

太

子

信

仰

は

百

済
系
仏

教

の
影
響
を

強
く

受
け

て
存
立

し
た

飛
鳥
寺

を

無

視

す

る

こ
と

か

ら
成

り
立

っ
た

と

見

ら
れ

る
か

ら

で
あ

る
。
そ

し

て
、
こ
れ

は
天
智

九

年

(
法

隆

寺

)

の
消

失

以
前

に
す

で

に
成

立

し

て
、
六
四
)
こ
の
時

期
を

境

に
、

日
本

仏
教

に
対

し

た
新
羅

仏
教

の
影

響

が

百

済

に
代

わ

っ
て

表

れ
始

め

た
と
も
見

る
か

ら

で
あ

る

。

新
羅

の
弥
勒

半
跏
像

信
仰

は
上

生
信

仰

で
、
ま

た

こ
う
し

た
信
仰

が
花
郎

に
関
す
る
崇
拝
だ

っ

た
と

い
う

の
は
前
述

の
通

り

で
あ
る

が
、
同
時

期

の
新

羅

に

お

い

て

は

こ
う

し

た

上
生

信

仰

は

下

生
信
仰

と
対

を
な

し

て

い
た

こ
と

に
特
徴

的

要
素

が
見

ら

れ

る

。

こ
れ

ら

花

郎

の
立

場

か

ら

見

る
と

、
花

郎

は
個
人
的

に
崇

拝

の
対
象

に
も

な

る
が

(
上

生
信

仰
)
、
龍

華

香

徒

と

呼

ば

れ

た
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花
郎

に
よ

っ
て
導

か

れ

た
花
郎
集

団
と
対

を

な

し

た

の
が

こ
れ

で
あ

る

(
下

生

信

仰

)
。
査
)
し

か

し

日
本

の

"
半

跏
像

即

聖
徳
太

子
信
仰

"

の

パ
タ

ー

ン
は
新

羅

に
比

べ
れ

ば

、

聖

徳

太

子

個

人

の
崇

拝

に
止

ま

っ
た
上
生

信
仰

の
段
階

で
、

こ
れ

は
前

述

し

た
聖

徳

太

子

崇

拝

の
寺

院

が

未

だ
官
寺

と
し

て
の
位

置

を
得

て
い
な
か

っ
た
私
寺

の
段

階
だ

っ
た
の
を
意

味
し

て
い
る

。

と

こ
ろ
が

、

こ
の
聖
徳
太

子
信

仰

は
法
隆
寺

の
消

失

年

代

の
六

七

〇
年

を
境

に
大

き

い
変

化

を
呼
び

起

こ
し

て

い
る
。

つ
ま

り
、
飛
鳥
時

代

が
幕
を

下

ろ
し

て
白
鳳

期
を

迎

え
た

の

で
あ

る

。

言

い
換

え
れ
ば

、
豪
族

に
よ
る
私
寺

仏
教

時
代

か
ら

国

家

に
よ

る

官
寺

仏

教

へ
の
移

行

を

意

味

す

る

の

で
あ

る
。

こ
れ

は

、
個
人

崇
拝

段
階

の
聖

徳

太

子

信

仰

が

、

日
本

全

域

を

受

容

の
基

盤

と
す

る
公

的
信
仰

の
対

象

に
転
換

し

た

の
を
意

味
す

る

の

で
も

あ

る

。

そ
し

て

、

こ

の
段

階

の

日
本
仏

教

の
大
転

換

に
お

い
て
も

、
新

羅
仏

教
と

の
深

い
関

わ

り

が
存

続

し

て

い

る

こ
と

を

意

識

せ
ざ

る
を
得

な

い
の

で
あ

る

。
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三

、
王
権

の
確

立

と
国
家

仏
教

の
発
展

法

隆
寺

の
金

堂

に
奉
安

さ
れ

た
金
銅

三
尊

仏
像

は

、
推
古

二
九

年

(
六
三
)

に
亡

く

な

っ
た

聖

徳
太

子
を
追

善
す

る
た
め

、
六

二
二
年

に
韓
国

系
渡

来

人

と

知

ら

れ

て

い
る

仏

師

に
よ

っ
て
造



仏

さ

れ

た

。

六
六
)
こ

の
仏

像

の

光

背

に
次

の
よ

う

な

銘

文

が

残

し

て
あ

る

。
六
七
)

法
興

王

三

一
年

(
推

古
二
九
、
六
三
)
、
聖
徳

太
子

の
母
后

が

死

亡

し

た

。

翌
年

正
月

二

二

日

に
は

太

子
が
枕

上

に
臥
し

、
続

い

て
妃

の
膳
郎

女
が

発
病

し

た

。

王

后

・
王
子

・
話

臣
達

は
悲

歎

に

暮

れ

て
、
太

子
と

等
身

の
釈

迦
像

の
造

立
を
発

願
し

て
太

子

の
転

病

延
寿

を

祈

願

し

、
も

し
定

業

で
あ

る
な

ら
ば
浄

土

に
上
が

っ
て
悟

り

に
到

る
よ
う

念

願

し

た

。

そ

の
効

果

を

見
ず

に
二
月

二

一
日
太
子

は
死

ん
だ

。
そ
し

て
、
癸
未
年

三
月

中

旬

、

釈

迦

像

脇

侍

及

び
荘

厳

具

が
完

成

さ

れ
た

。
仏

師

は
司

馬
鞍

首
止

利
だ

っ
た

と
云

う
。

こ
れ

に
対

し
、
田
村

圓
澄

は
次

の
よ
う
な
幾

つ
か

の
問
題

点
を

提
起

し

て

い
る
。
六
八
)

ま
ず

、
法
興

の
年
号

を
聖

徳
太

子

の
行
歴
と

関
連

し

て
解

釈

し

て
、
仏

法

隆

興

に
由

来

す

る

法
興
年

号

は
法
王

、
す

な

わ
ち

日
本

の
釈
迦

で
あ

る
聖

徳

太

子

と

み

て
か

ら
初

め

て
そ

の
意

味

が
生

き
返

る
と
述

べ
て

い
る
。
釈

迦

11
悉
達
太

子

は

一
九

歳

に
出

家

入

山

し

た

が

、

聖
徳

太

子

の

一
九
歳

は
崇
峻
天

皇

四
年

、
す
な

わ
ち
法

興
元
年

に
当

た

る
と

い
う

。

従

っ
て
、
法

興

年
号

は
聖
徳

太
子

信
仰

が
発
展

し

、
太

子
を

日
本

の
釈
迦

と

し

て
信

奉

す

る

よ

う

に
な

っ
た
段

階

で

法
隆

寺

の
僧

侶

に
よ

っ
て
使

わ
れ

た
と

い
う
。
そ

し

て

、
法

興

年

号

を

伝

じ

て

い
る

二

つ
の
資
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料

、
す
な

わ
ち

"
伊

予
温

岡
碑
文

"

と
前

記

し
た

"
法

隆

寺

金

銅

釈

迦

像

光

背

銘

"

は
共

に
聖

徳

太

子
を
中

心

に
置
き

、
ま

た
太

子

の
こ
と

を
法
王

大

王

法

皇

と

呼

ん
だ

こ
と

は

偶

然

で
は

な

ヘ

へ

　

し
と

し
う

以

上
、
聖
徳

太
子

11
釈

迦
と

い
う
考

え
方

は
、
新
羅

の
善
徳

女
王

以
後

に
展

開
し
た
新
羅
王

"

釈
迦
仏

と

い
う
発
想

と
同

じ
脈

絡

で
理

解

さ
れ

て
い
る
点

が
注

目
を

引
く

。

筆
者

は

、
新

羅
仏

教

の
発

展
段

階

を
法

興

・
真
興

王

代

と

真

平

王

代

、

そ

し

て
善

徳
女

王

以

後

の
三
段

階

に
分

け

て
考

え

て
き

た

が
、
六
九
)
聖

徳
太

子

ロ
釈

迦
と

い
う
発

想

は

、

こ
う

し

た
新

羅
仏
教

に
対
比

し

て
考

え

る
必

要

が
あ

る
と

思

わ
れ

る
。

初
期

の
新

羅
仏
教

は
、
霊

異
力

の
必

要

な
社

会

で
あ

っ
て
、

よ

り
優

れ

た
霊

異
力

と
信

じ

ら

れ
た
仏
教

を
受

容

す

る

(
法

興
王

代

)
。
こ

の
よ
う
な
仏

教

は
王
室

を
中

心

に
受

け

入

れ

ら
れ

、

王

室

の
権

威
を

高

め

る
仏

教

に
転
換

し

て
、
弥
勒

下

生

信

仰

に
基

づ

い
た
転

輪

聖

王

思
想

へ
展

開

さ
れ

た

(
真

興
王
代

)
。

一
方

、
貴

族
集

団

の
了
解

を
経

て
受

け
入

れ

ら
れ

た

仏
教

は

、
貴

族

集

団

の
修

行

徳

目

に
展

開

さ
れ

る
。

こ
う
し

た
仏
教

は
花

郎

の
修
行

の
徳

目
と

し

て
も

重
要

な
役

割
を

果
し

た

。
結

局

、

八
關

斎
な

ど

の
修
行

実
践

に
よ

っ
て
身
分

的
品

位
を

高

あ

る
貴

族

的

宗

教

と

認

識

さ
れ

、

そ

の

信
仰

は
弥
勒

上

生
信

仰

に
基

づ

い
て

い
た

(
真
興

王
代

)
。
七
〇
)
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以
上

の
よ
う

に
、
新
羅

の
初

期
仏
教

は
弥

勒

思
想

を
中

心

と

し

て

、
王

室

と

貴

族

社

会

で

、

そ

の
社
会

的

展

開
を
見

る

よ
う

に
な

る
が

、
真
平

王

代

に
到

る
と

、

中

国

に
行

っ
て
き

た
圓

光

法

師

の
世

俗

五
戒

を
通

し

て
、
よ

り
幅
広

い
階
層

に
仏
教

が
受

け
入

れ

ら
れ

た
。
七
一)

そ
れ
は
、

真

興
王

代

に

は
王
室

と
貴

族
層

に
弥
勒

思
想

と

い
う
共

同

の
基

盤

が

あ

っ
た

が

、

王
室

側

は
転

輪

聖
王

思
想

に
立

脚

し
た

ダ

ル

マ
政
治

の
実

現
を

強
調

し

、

こ
れ

に
対

し
貴

族

層

は
身

分

的

位

階
を
高

め

る
と

い
う

信
仰

動
機

を
持

っ
て

い
る

の
が
相

互

の
差

と

し

て
表

れ
る

。

真
平

王
代

、
圓
光

法

師

の
世
俗

五
戒

に
よ

る
仏
教

は

、

こ

の

よ

う

な
信

仰

動

機

の
対

立

性

を

解
消

し

て
、
社

会
的

に
共
同

の
信
仰

基
盤

を

設
け

、
信

仰

階

層

を

一
層

拡

大

し

て
行

っ
た
も

の

と
言

え
る

。

こ
れ

は
圓

光
法

師
自
身

の
身

分

的
制
約

か

ら
出

た
文

化

運

動

だ

っ
た

と
も

言

え

る

が

、
七
二
)
一
方

、
イ

ン
ド
の
阿
育

王

の
ダ

ル

マ
政
治

に
お

い
て
も

、
弥

勒

思
想

に
見

ら

れ

る

八
關

斎
戒

・
具

足
戒

・
十

善
戒

な
ど

の
出
家

者

中
心

の
戒
律

を

対

象

に

し

た

こ
と

で
な

く

て
、
在

家

者
中

心

の
戒
律

を
重

ん

じ
た

こ
と

に
注
目

す

る
必
要

が

あ

る

。
と

い

う

の
は

、
新

羅

で
は
真

平

王
代

の
圓

光
法

師

に
到

っ
て
初

め

て
、

一
般

民
衆

層

ま

で
基

盤

を

お

い
た

理
想

社

会

建

設

運
動

が
起

こ

っ
た
と

見

る
か

ら

で
あ

る
。
特

に
、
圓
光

の
世

俗

五
戒

が
花

郎

の
倫

理
徳

目

と

し

て
重

ん
じ
ら
れ

た

と

い
う

の
は
重
要

な
意

味
を

持

つ
の
で
あ

り

、
当

時

の
仏

教

は

一
層
社

会

的

意

味

を
持

つ
よ
う

に
な

る
。

こ

の
よ

う
な
意

味

か
ら

、
圓
光

法
師

の
大

乗
仏

教

に
関

し
た
諸
説

は
も

っ
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と
大

き

い
社

会
的

意
味

を
持

っ
て
い
る
と
言

え

る

の
で
あ

る

。
七
三
)
一
方

、

こ
う

し

て
よ

り

広

い

階
層

に
広

が

っ
た
仏
教

の
社

会
的

展
開

が
あ

っ
て
こ
そ

、

こ
れ

を

元

に
し

て
新

羅

社

会

は

、

さ

ら

に
華
厳

思

想
を

受
容

し

、
そ

の
社
会

的
展

開
を

見

る
よ

う

に
な

っ
た

と
考

え
ら

れ

る
。

新
羅

に
華
厳

思

想

が
伝
来

し

た

の
は
、
慈

蔵

の
入
唐
求

法

か
ら
始

ま

る
。
慈
蔵

は
唐

か
ら
戻

っ

て
皇
龍
寺

に
九
層
塔

の
建
立

を
勧

め
、
重
建

伽
藍

を

成

し
遂

げ

、
江

原
道

の
五
臺

山

を
中

国

の

五
臺
山

に
比
定

し

て
、
真
身

常
住

の
場

所
と

信
じ

、

東

・
西

・
南

・
北

・
中

の
五
方

に
そ

れ

ぞ

れ

修
道
道

場
を

設

け

た
。
茜
)
ま

た
自

ら

の
生

家
を

改
造

し

て
華
厳

経

を
論

ず

る

な

ど

、
華

厳

思

想

の
社
会

的
展

開
を

導

い
た
。
七
五
)

次
は

こ
れ

ま

で

の
弥
勒

信
仰

に
代

っ
て
華
厳

思
想

を
受

容

す

る

よ

う

に
な

っ
た
歴

史

的

意

義

を

見

て
行

き

た

い
。
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新

羅
弥

勒
信

仰

の
社
会

的
展

開

の
表

わ

れ
と
し

て
、
真

興

王

代

の
興

輪

寺

と

一
次

伽

藍

と

し

て
の
皇
龍
寺

が
建

立

さ
れ

た
と

い
え
ば

、
善
徳

女
王

代

に
華

厳

思

想

を

受

容

し

、

そ

の
社

会

的

な
意

味
を

現
わ

し

て
立

て
ら
れ

た

の
が
九
層

塔
と
重

建

伽

藍

と

し

て

の
面

目

を

備

え

た

皇

龍

寺

と
言

え

る
。
七
六
)
し

か
し

、

こ
う

し
た
文

化
転
換

は
社

会
変

動
と
軌

を
共

に
し

て

い
る
。

つ
ま
り
、

華
厳

思
想
を

受
容

し
重

建
伽

藍

と
し

て
皇
龍
寺

を
建

立

す

る

に
あ

た

り

、
慈

蔵

が

中

国

の
五
臺



山

で
文
殊

菩
薩

を
親

見

し
た

こ
と

を
語

っ
て

い
る
次

の
記
事

か
ら
も

知

る

こ
と

が

で
き

る
。
七
七
)

君

の
国
王

は

、
す

な
わ
ち

天
竺

の
刹
帝

利
種

王
と

し

て
す

で

に
仏

記

を

受

け

た

。

故

に
特

別

な
因

縁

が
あ

っ
て
東

夷
共

工

の
種

族
と

は
異

な

る
。

ま

た
慈
蔵

が
中
国

の
太
和

地

で
行

な

っ
た
神

人

と

の
対
話

の
中

、
神

人
が

言

っ
て
、

君

の
国

は
女
を

王
と

な
し

て
、
徳

は

あ
る

が
威
厳

が
な

い
の

で
隣

国
が
謀

ろ
う
と

し

て

い

る
。

早
速
本

国

に
帰

っ
て
九

層
塔

を
建

て
る
と

、
九

韓

が
来

て
朝

貢

し

、
王

業

が

永

遠

に
太

平

す

る

だ

ろ
う
。
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な
ど

の
事
実

が
注

目
を

引
く

の
は
、

こ
う
し

た
慈
蔵

に
よ

る
新

羅

華

厳

思

想

受

容

の
縁

起

説

話

な
ど

は
、
す

べ
て
が
新
羅

王
権

の
尊

厳

性
と

深
く

係
わ

っ
て

い
る

と
思

わ

れ

る

か

ら

で
あ

る

。

つ
ま
り

、
弥

勒
仏
教

時
代

の
新

羅

国
王

は
転

輪
聖

王

と
象

徴

さ

れ

た

が

、
華

厳

思
想

の
受

容

は

新
羅

の
王

を
釈

迦
仏

に
対
比

す

る
よ

う

に
な

っ
た

の
が

そ
れ

で
あ
る

。

金

哲
竣

氏

は
、
新
羅
仏

教

が
王

室
即

刹
帝

利
種

と

い
う
真

種

説

を

主
張

し

な

が

ら
成

立

し

た



王
即
仏

思
想

が

よ
り
体

質
的

に
敷

か
れ

て
い
た
と
言

い
、
宍
)
ま
た
李

基
白

氏

は

、
真

興

王

代

に

は
転
輪

聖
王

と
立

ち
並

ん

で

い
た
王
権

が
、
真

平

王
代

に

な

る
と

釈

迦

仏

と

考

え

ら

れ

る
変

化

を

も

た
ら
し

た
と

言

っ
て
い
る
が

、
こ
れ

ら
は
す

べ
て

こ

の

よ
う

な

事

実

を

裏

付

け

て

い

る

の

で
あ

る
。
七
九
)
と

こ
ろ
が

、
筆
者

は
こ
れ

に
加

え

て
次

の
よ

う

に
思

い
た

い
。

つ
ま

り
、
金
哲

竣
氏

は

、
新

羅
王

権

の
王
即
仏

思

想

が

高

句

麗

を

通

し

た

北

方

仏

教

の
影

響

だ

と
言

っ
て
い

る
が

、
八
○
)
そ
れ

に
加
え

て
慈
蔵

に
よ
る
華
厳

思
想

の
受

容
を

考
察

し

て
み
れ
ば
、

王

即
仏
思

想

は

一
層

説
得

力
を

得

る
と
思

わ
れ

る
。

一
方

、

李

基

白

氏

は

、

新

羅

の
王

権

が

真

平
王

の
時

に
は
釈

迦

仏

に
比
肩

さ
れ

た
と

言
う
が

、

こ
れ

も

そ

れ

よ

り
後

の
善
徳

女

王
代

か

ら

と
考

え
ら

れ

る
。
李

基
白

氏

は
次

の
表
を

作

っ
て
そ
の
事
実

を
説

明
し

て
い
る
。
八
一
)

真

平

王

(
白

浄

)

金

氏

真
正
葛
文
王

安
葛
文
王

撫

氏

(
摩
耶

夫
人

)

(
国

飯

)

(
国

飯

)

(
月
明
夫

人

)

善

徳

女

王

天

明

夫

人

真

徳

女

王

(
勝

曼
)
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こ

の
表

か
ら

み

て
も

、
釈
迦

仏

は
釈

迦

の
父

で
あ

る
自
浄

(
真

平
王

)
と
摩

耶
夫

人

(
金

氏

)

の
子
女

で
あ

る
善

徳
女

王

に
な

る
。

善
徳

女
王

代

か
ら
新

羅

の
主
権

が
釈
迦

仏
と

象
徴

さ

れ

た

こ
と

は

、
前

述

し

た
慈

蔵

の
求

法

人
唐
時

、
文

殊

に
も

ら

っ
た
新

羅
国

王

は
、
天

竺

刹

帝

利

種

族

と

い

う
教

示

と

皇

龍

寺

九

層

塔

の
縁
起

説
話

で
も

見
き

わ
め

ら
れ

る
が

、
八
二
)
こ
れ

ら
諸

縁
起

説
話

は
、
華

厳

思

想

に
基

づ

い

て

い
る

の
を
見

過
ご

し

て
は

な
ら

な

い
。

な

ぜ
な

ら
ば

、
華

厳

思
想

こ
そ

、
新
羅

の
国

王

が

釈

迦

仏

で
あ

り

う

る
根

拠

を

十

分

に
裏

付

け

る

こ
と

が
出
来

る

か
ら

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
華

厳

思

想

に
よ

る

と

、

そ

の
主

仏

は
法

身

毘
盧

舎
那
仏

だ

が
、
釈
迦

仏

は
百
億

化
身

の

一
で
あ

る

の

で
、

化

身
仏

と

し

て

の
釈

迦

仏

の
出

現

は

い

つ
で
も
可

能

な

こ
と

で
あ

る
。
言

い
換

え
れ
ば

、
新

羅

の
国

王

が
釈

迦

で
あ

り

う

る

の

は

、

華
厳

思
想

の
三
身

仏
体

系

に
よ

っ
て
の
み
可
能

に
な
る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

そ
れ

で
は
、
新

羅
王
権

の
象

徴

が
転
輪

聖
王

か
ら

釈

迦

仏

に
替

わ

っ
た

と

い

う

の

は
何

を
指

し

て
い
る

の
か

。
故
高

翊
晋
教

授

は
次

の
よ

う

に
言

っ
て
い
る
。
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弥

勒
仏

が
あ

る
た

め

に
は

そ

の
前

に
釈
迦
仏

が

、
ま

た

新

し

い
転

輪

聖

王

が
出

る

た
め

に

は



そ

の
前

に
阿
育
王

が
存

在
し

な
け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
れ

は
大
変

示
唆

的
な

説

で
あ

る
。
八
三
)
つ
ま

り
、
三
国

に
仏
教

が
受

容

さ

れ

た

初

期

の
国

王

が
転

輪
聖

王

と
象
徴

さ
れ

る
た

め

に
は
、
阿
育
王

説

話

を
受

け

入

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ
た

よ

う

に
、
弥

勒
仏

を
知

る
た

め

に
は
釈
迦
仏

を
知

ら
な

く

て
は
な

ら
な

い

こ
と

で
あ

る

。
八
四
)
結

局

、
弥

勒
思

想

に
よ

っ
て
支

え
ら
れ

た
転
輪

聖
王

よ

り

は

、
弥

勒

思
想

の

一
つ
の
根

源

と

し

て

の
釈

迦
仏

に
戻

っ
た
存

在

に
国
王

を
比
喩

す

る

こ
と

に

よ

っ
て

一
層

、

王
権

の
権

威

を

高

め

よ

う
と

し
た

と
思

わ
れ

る
。
そ
し

て
、
あ

え

て
言

い

た

い

の

は

、

こ

の

よ

う
な

王

権

に
対

し

た

仏

教

的
象

徴
が

、
新

羅

王
族

に
対

し
聖
骨

・
真
骨

の
区
分

を
生

じ

さ
せ

た
と
考

え

ら
れ

る
。

丁
仲
換

教
授

は

〈
新
羅

聖
骨

考
〉

で
、
聖
骨

に

つ
い

て
政

治

・
社

会

・
文

化

的

な

面

に
お

い

て
考

察

し
た

が
、
文
化

的
な

面

の
内

容

の
中

、
聖

骨

概

念

の
成

立

を

、

仏

教

の
公

認

以
後

、
仏

教

の
宗
教

的
神

聖
觀
念

か

ら
抜

き
出

さ
れ

て
、
当

時

の
政
治

・
社

会

的

与
件

を
基

盤

に
し

て
、
.

王
室

の
骨

を
聖
骨

と
呼

ん
だ

と

言
え

る
の

で
、
遺
事

の
中

古

期

に
属

す

る
法

興

王

よ

り
真

徳

女

王
ま

で
を

聖
骨

と

い
う

の
は
妥
当

な
説

で
あ

る
と
言

え
よ

う
。
八
五
)
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と

述

べ

て

い

る

。
筆

者

は

こ

の
説

に
全

く

賛

同

す

る

と

こ

ろ

だ

が

、

た

だ

ひ

と

つ
加

え

た

い

の



は

、
王

権

が
転
輪

聖
王

と
象
徴

さ
れ

た
時
期

を
聖
骨

で
、
も

う

一
方

、
釈

迦

仏

と
象

徴

さ
れ

た

以
後

を
真

骨

と
呼

ん
だ
と
考

え

て
み
た

い
。

つ
ま

り
、
聖
骨

の
聖
は
転

輪

聖
王

の
聖

か

ら
取

り

、

真
骨

の
真

は
釈

迦
仏

の
真

と
象
徴

さ
れ

た
か

、
そ
れ

と
も

刹

帝

利

種

と

い

う
真

種

説

の
真

か

ら

取

っ
た
と

考

え
ら
れ

る
。

以

上

、
新

羅

の
王
即
仏

思
想

は
中

国
か

ら

の
華
厳

思
想

の
受

容

に
よ

っ
て
可
能

に
な

っ
た

と

言

え

る
。
し
か
ら

ば
、

日
本

に
お

い
て
、
聖

徳

太

子

ー
釈

迦
仏

の
信

仰

形
態

は

ど

こ
か

ら
由

来

し

て
い
る

の
か
。

こ
う
し
た
信

仰
形
態

は

一
応

、
新

羅

の
王

即
仏

思

想

と
同

じ

脈
絡

か

ら

理
解

さ
れ

る
。
六

七
〇

年
代

以
後

、
日
本

は
白

鳳
期

に
入

っ
て
か

ら

、
新

羅

と

日

本

と

の
友
好

関

係

が
続

き

、
日
本

の
仏
教

界

は
新

羅

へ
の
求
法

活
動

に
積

極
性

を

見

せ

て

い
る

。

つ
ま

り

、
当

時

日
本

の
学

問
僧

の
う
ち

、
唐

に
留
学

し

た
者

は
僅

か

二
人

だ

が

、
新

羅

に
は

観

常

・
雲

観

・
知

隆

・
明

聡

・
観
智

・
辯
通

な
ど

一
三
人

を
数

え

る
の

で
あ

る

。
八
六
)
こ
う
し

て
、
国
家
意
識
が
益

々

成

長
し

て
い
た

日
本

が

、
新

羅
か

ら
王
即

仏
思
想

を

受

容

し

て
国

家

仏

教

を

発

展

さ

せ

、

も

う

一
方

で
は

、
こ
れ
を

通
し

た
律
令

国
家

の
体
制
を

確
立

し

て

い

っ
た
と

考

え
ら
れ

る

。

日
本

王
室

が
直

接
仏
教

を
受
容

し

た
と

い
う
記
事

は

、

こ
れ

よ

り

先

立

つ
舒

明

天

皇

一

一
年

(
六
三
九
)

に
百
済

川

の
方

に
百
済

宮
と
百

済

寺

を

建

て
、

九

層

塔

を

建

て
た

と

い
う

こ
と

か

ら

み

ら
れ

る
が

、
八七
)
こ
れ
は
国
家

仏
教

と
し

て

の
段
階

に
入

っ
た
官
寺

で
な

く

て
、

豪

族

の
私
寺

に
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対
比

す

る
べ
き
王
室

の
祈

願
を

担
当

す

る
王
室

の
私

寺

だ

っ
た

と

思

わ

れ

る

。
唯

、
豪

族

の
私

寺

を
代

表
す

る
寺
院

だ

っ
た
飛

鳥
寺

の

一
塔

三
金
堂
伽

藍
様

式

の
塔

が
五

層
だ

っ
た

の
に
比

べ

、

八
八
)
王
室

の
私
寺

だ

っ
た
百

済
寺

の
塔

を
九

層
塔

に
し

た

の
は
、
王
室

の
権

威

を

高

め

よ

う
と

し

た
意
図

が
見

ら
れ

る
。
そ
し

て
、
こ
れ

は
皇

龍
寺

九

層
塔

を

立

て
る

よ

う

に

な

っ
た
動

機

が

、

王

室

の
権

威
を
高

め

る
た

め

で
あ

っ
た
と

い
う
事

実
と

関

連

さ

せ

て
考

え

れ
ば

「
聖

徳

太

子

即

釈

迦
」
思
想

の
成
立

以
前

か

ら
王
権

強
化

の
た
め

の
新

羅

的

影

響

が
あ

っ
た

こ
と

を

見

る

こ
と

が

で
き

る
。

こ
の
よ
う

に
、
聖

徳
太

子
を

釈
迦

と
対

比
し

て
い

る

の

は

、
間

違

い
な

く

新

羅

の
王

即

仏

思

想

に
影
響

を
受

け
た

の

で
あ

る

が
、

一
方

、
両
者

の
間

に
は
大

き

い
差

が
あ

る

の
が
見

ら

れ

る

。

つ
ま
り

、
新
羅

で
は

「
王
即

仏
」

で
あ

る
が

、

日
本

で

は

「
太

子

信

仰

」

で
あ

る

の
が

そ

れ

で

あ

る
。

こ
れ
を

田
村

圓

澄

は
聖

徳

太

子

即

半

跏

思

惟

像

に
対

す

る
信

仰

が

聖

徳
太

子

即

釈

迦

(
法

皇

)
の
公
的
信

仰

に
発
展

・
展

開

し

て

い

っ
た

と

主

張

し

て

い
る

。

八
九
)
ま

た

、

洪
淳

昶

氏

は
、
法

王

の
聖

徳
太

子
が
天

皇

の
位

置

で
あ

っ
た
ら

、
法

興
天

皇
と

諡
号

を
付

け
た

は

ず
だ

が

、

摂
政

に
止

ま

っ
た

の
で
後

世
仏

法

隆
盛

の
法
王

と

し

て

の
聖

徳

太

子

を

崇

仰

す

る

よ

う

に
な

っ

た
と

言

っ
て
い
る
。
九
〇
)
し

か
し

、
日
本
仏

教

が

駲
王
即

仏
」

で
な

く

て

「
皇

太

子

即

仏

」

に
止

ま

っ
て
い
る

の
は
他

に
も

そ

の
理
由

を

み

る
こ
と
が

で
き

る
と

思
わ

れ

る
。
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前
述

し

た
よ

う

に
、
新

羅

で
は
早
く

も
貴

族
層

で
大

い

に
流

行

っ
た
私

的

仏

教

と

し

て

の
弥

勒

上
生

信

仰
か

ら
弥
勒

即
花

郎

の
信

仰
形

態
を

成
立

さ

せ

て

い

っ
た

。
も

う

一
方

、
国

家

社

会

的

な
仏

教

と
し

て
弥
勒

下
生

信

仰
か

ら
弥

勒
下

生

の
雰

囲
気

造

成

の
た
め

の
転

輪

聖

王

と

し

て

の
国

王

の
位

置

が
社
会

的

に
大

き
く

浮
き

彫
ら

れ

た
。

つ
ま

り

、

公
的

な
国

王

中

心

の
仏

教

と

私

的

な
貴

族
中
心

の
仏

教

が
共

存
し

て
い
た

の

で
あ

る

。

し

か

し

、

日
本

仏

教

に

お

い

て
半

跏

像

即

聖
徳
太

子

の
信

仰
形
態

は
弥
勒

上
生

信
仰

の
パ
タ

ー

ン
と

見

る

こ
と
も

出

来

る

が

、

こ
う

し

た
個
人

信
仰

の
上
生

信

仰
が
流

行

っ
て

い
た

こ
ろ
、

日
本

で
は

国
家

・
社

会

的

信

仰

と

し

て

の
弥

勒
下
生

信

仰

の
発

展

・
展

開
が

な
か

っ
た
。
そ

れ

で
新

羅

で
は

、
次

の
段

階

に
至

っ
て
公

的

な

国
家

仏
教
を

発
展

さ
せ

よ
う
と

し

た
時

に
は

、
公

私

の
並

存

仏
教

の
中

、
.
公
的

仏

教

を

選

び
強

調
す

る
形
態

を
持

ち

、

日
本

の
場

合

は
、
「
弥

勒
菩

薩
即

聖
徳
太

子

」

の
私

的

信

仰

形

態

を

公
的

国
家

的
信

仰
形
態

に
転
換

さ

せ
る

に
お

い
て

「
聖

徳

太

子

即
釈

迦
仏

」

の
パ

タ

ー

ン
を

形

成

す

る

よ
う

に
な

っ
た
と

考

え
ら
れ

る

。
日
本
仏

教

の

こ
う

し

た

転

換

の
契

機

と

い
う

の

が

、

た
と

え
新

羅
仏

教

の
影
響

だ
と

言

っ
て
も

、
そ

の
結

果

論

的

意

味

は

相
当

の
隔

た

り
を

見

せ

て

い
る
。

つ
ま
り

、
新

羅
仏

教
が

上
向

的
意

味
を

持

つ
な

ら

ば

、

日
本

仏
教

は

下
向

的

意

味

を

持

つ
の
が

そ

の
事

実
を

い
う

の
で
あ

る
。
九
一)
そ
れ
故

、

こ
の
段
階

の
仏

教
を

転
換

さ

せ

る

に

は

、

新
羅

で
は
華
厳

思
想

の
受

容

が
、

日
本

で
は
法
華

思
想

の
受

容

が
要
求

さ
れ

た
と

考
え

ら

れ

る

。
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す

な
わ
ち

、
《

日
本
書

紀
》

が
伝

じ

て

い
る
聖
徳

太

子

の
法

華

経

講

説

や

、
道

慈

が

法

隆

寺

に

招
待

さ
れ

法
華

経
を
講

じ
た
と

い
う

の
は
、
そ
れ

と
相

関
関
係

を
も

つ
と

思

わ

れ

る
。

九
二
)
日
本

が
華

厳
思

想
を
受

容

し

て
国
家

運
営

の
原

理
と

な
す

よ

う

に
な

る

の
は
東

大

寺

と

国

分

寺

を

経

営
す

る
奈

良
時

代

に
な

っ
て
始

ま

る
か
ら

で
あ

る

。

W

韓
国
仏
教

の
受
容
基
盤
と
日
本
仏
教

一
、
古

代
韓
国

の
土
着

信
仰

と

日
本
仏

教
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初
期

に
仏

教
を
受

容

し

た
日
本

の
社

会
階

層
が

、
韓

国

系

の
渡

来

氏

族

と
深

く
係

わ

っ
た
豪

族

で
あ

っ
た
か

、
そ
れ
と

も
韓

国
系

の
氏

族
集
団

で
あ

っ
た

か

と

い
う

こ
と

は

日
本

仏

教

の
受

容

形
態
を

理
解

す

る

の

に
重
要

な
意

味

を
持

つ
の

で
あ

る
。

つ
ま

り
、
百
済

の
聖

王

が
伝

え
た
仏

教

に
対

し
反

仏

派

の
物

部

派

と

対

立

し

な

が

ら

仏

教

を

積
極

的

に
受
容

し

た
蘇
我

氏

は
、
飛
鳥

地
方

に
住

ん

で

い
た
渡

来

人

と

密

接

に
関

係

し

な

が

ら

古
代

韓
国

文
化

を
深

く
理

解
し

て
い
た

。

一
方

、
少

し
遅

れ

て
新

羅

か

ら

仏

教

を

直

接

に
受

け

入
れ

た
難
波

の
難
波
吉

士

、
太

秦

の
奏

河
勝

な
ど

は
皆

新

羅

系

の
移

住

民

だ

っ
た

と

い
う

の
が



そ

の
事
実

を
語

っ
て

い
る
。

ま
た

、
日
本

最
初

の
寺

院

で
あ

る
飛
鳥

寺
を

、
反

仏

派

達

が
崇

拝

し

て

い

た

日
本

国

神

の
聖

地

に
建

て
ず

に
韓

半
島

系
神

の
聖

地

に
建

て
た
と

い
う

こ
と

は
注

目

に
値
す

る
。
な

ぜ
な

ら

ば

、

日
本

仏
教

は
そ

の
受
容

基
盤

か

ら
古
代

韓
国

文
化

の
影

響

を

受

け

た

の

で

、
古

代

韓

日
仏

教

文

化

の
交
流

問
題

は
百
済

(
聖
王

代

)
か
ら

の
仏
教

伝

来

の

は

る

か

に

以
前

か

ら

、
韓

国

の
渡

来

人
集

団

に
よ

っ
て
受
容

さ

れ
た
仏

教

を
問
題

に
せ
ざ

る
を
得

な

い
か

ら

で
あ

る
。

韓

日
間
交
流

の
始

ま

り
は
、
遠

く

は
石

器
時

代

ま

で
さ
か

の
ぼ

る
と

い
う

。
九
三
)
《

三
国

志

》

東

夷
伝

な
ど

の
文

献

資
料

に
よ
る
と

三
世

紀
以
後

か

ら
接

触

が
頻

繁

に
な

り

、

五
～

六

世

紀

に

は

い
る
と
大
和

朝
廷

と
古
代

韓

国
と

の
交

流

は

一
層

盛

に
な

り

、
仏

教

を
信

仰
す

る
渡

来

人

集

団

が
増

加
し

、
韓

国
系

豪
族

の
数

も
増

加
し

て
、

こ
れ

ら

に
よ

る

仏

教

が
徐

々

に
古

代

日
本

社

会

の
う
ち

に
入

り
込

ん
だ

と
思

わ
れ

る
。

百
済

に
行

っ
て
初

め

て
受
戒

し

た
と
言

わ
れ

る
善

信
尼

な

ど

の
比

丘

尼

は

、
受

戒

前

に

は

、

巫
女

と
し

て

の
機
能

を
持

っ
て

い
た
と

い
う

。
九
四
)
も
し

、
そ

う
な

ら
ば

、

日
本
仏

教

の
受

容

基

盤
さ

え
も
韓

国
文
化

と

の
交
流

関
係

か

ら
探

ら
な

け
れ

ば

な

ら

な

い

の

で
あ

る

。

こ
れ

は

、
韓

国

の
土
着
信
仰

が
超

越
神

的
巫

俗
信

仰

で
あ
れ

ば

、

日
本

の
土

着

信

仰

は

閉

鎖

的
地

域

擁

護

神

と
し

て
の
氏
神

信
仰

と

も
言

え

る
か
ら

で
あ

る
。
九
五
)
従

っ
て
、
飛
鳥

寺

が

国

神

の
聖
地

に
建

て
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ら
れ

ず

に
韓
半

島
系
神

の
聖

地

に
建

て
ら
れ

た

の
で
、
巫

俗

機

能

を

持

つ
尼

僧

が
必

要

に
な

っ

た

の
は
当
然

だ

と
思

わ
れ

る
。

古
代

韓
国

仏
教

受
容

の
基
盤

は
蘇
塗

信

仰
形
態

か
ら

見

る

こ
と

が
出
来

る
。
九
六
)
蘇
塗

と

は
、

魏
志

東
夷

伝

馬
韓
條

に
よ
る
と

、

鬼

神
を

信
じ

て
国

邑

に
は
各

一
人
を
立

て
天

神

の
主
祭

と

な

し

、

こ
れ

を

天

君

と

名

つ

く

。

ま

た
諸
国

に
は
各

々
別
邑

が
あ

っ
て
、
こ
れ

を
蘇
塗

と
呼

ぶ

。
大

木

を
立

て
、
鈴

鼓

を

振

り
鬼

神

に
奉

る
。
九
七
)
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と

い
う
と

こ
ろ
、
飛
鳥
寺

を
建

て
た
聖
地

の
槻
木

は
蘇

塗

の
大

木

に

、
ま

た
天

君

は
善

信

尼

な

ど

の
巫
女

に
対
比

し

て
見

る

こ
と

も

で
き
る

。
こ

う
し

た

蘇

塗

は
主

に
馬

韓

地

方

に
あ

っ
た

こ
と

か

ら
百
済

仏
教

は
蘇

塗
信

仰
を
基

盤
と

し

て
受

け
入

れ

ら
れ

た
と

言
え

る
し

、

九
八
)
新

羅

で

は
天

鏡
林

、
神
遊

林
な

ど
が
仏

教
寺

院

に
替

わ

っ
た

と

い
う

事

実

が

同

じ

脈

路

で
理

解

さ

れ

る

か
ら

で
あ

る
。
九
九
)

以

上
、
飛
鳥

寺

の
仏
教

は

、
蘇
塗

信
仰

に
基

づ

い

て
受

容

し

た

百
済

仏

教

を

こ

の
地

方

の
百

済

系
移

住
民

が

は
や
く

か
ら
受

容

し

て
い
た

こ
と
か

ら
、

そ

の
淵
源

を

探

る

こ
と

が

で
き

る
。



以
後

の

日
本
仏

教

は
、
豪
族

た
ち

の
私
寺
仏

教

か

ら
国

家

的

な
官

寺

仏

教

に
展

開

・
発

展

す

る
に
も
新

羅
仏
教

な
ど

韓
国

仏
教

の
影
響

を
受

け
る
が

、
反

仏

派

の
崇

拝

対

象

で
あ

る
諸

日
本

国
神

を
受

容
し

て
、
全
国

を
基

盤
と
す

る
国
家

仏
教

へ
展

開

し

な

が

ら

、
韓

国

仏

教

と

は
相

当

の
差

を

み
せ

て

い
る

。

古

代
韓

国

の
百
済

や
新
羅

で
は
、
強

力
な

王
権
を

中

心

と

し

た
国

家

仏

教

を

通

し

て

、
国

王

が
仏

教
興

隆

や
仏

教
統

制

の
両
権

限
を
発

揮
す

る
た
あ

に

は
貴

族

仏

教

と

国
家

的

・
社

会

的

仏

教

と
が
並

行
し

て
い
た
段
階

で
あ

っ
て
、
国

王
は
仏

教
興

隆

の
役
割

を

担

っ
て
い
た
。
し

か
し

、

日
本
仏
教

で
は
そ

の
よ
う
な

段
階

が
見

ら
れ
な

い
。

つ
ま

り
、
新
羅
仏

教

で

「
王
即

仏
」
思
想

を
確

立

さ

せ

る

た
め

に

は

、

国
王

は
自

ら
仏

教

興

隆

の
努
力

を
し

な
け

れ
ば
な

ら

な
か

っ
た
が

、
日
本

仏

教

は

「
聖

徳

太

子

即
釈

迦

」

あ

る

い

は

「
聖
徳
太

子

即
法
皇

」
と

い
う
信
仰

形
態

で
見
ら

れ
る

よ
う

に
、

日
本

王
権

は
仏

教

の
中

で

そ

の

よ
う
な
地

位
を

確
保

す

る
た
め

自
ら
努

力
し

た

の
で
な
く

、
最
初

か
ら

強
力

な
地
位

を
持

っ
て

、

本

来

の
仏

教

で
も
絶
対

的

な
機
能

者

と

い

う
性

格

を
持

っ
て

い
る

。

δ
○
)
こ
れ

は

、

日
本

仏

教

の
土
着

化
な

い
し
社

会
化

を
意

味
す

る
が

、
そ
の
背

景

に
は

日
本

の
土

着

文

化

の
影
響

が

あ

っ

た

の
を

見
逃

し

て
は
な

ら
な

い
。
す

な

わ
ち
、

そ
れ

は
古

代

王

権

確

立

の
背

景

と

な

っ
た

開
国

神

話

の
構
造
的

意
味

が
韓

日
間

に
相
違

し

て

い
る

こ
と
か

ら
由

来
す

る
と
考

え
ら
れ

る
。
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日
本

の
開

国
神
話

は
降

臨
す

る
神

(
瓊

々
杵

尊

)
を

中

心

に
展

開

し

、
高

天

原

の
神

々

の
動

向

が
中

心
と

な

っ
て
い
る
。

一9
)
し
か
し

、
韓

国

の
建
国

神
話

は
地
上

の
国
が

舞
台

と
な

り

、
こ

こ

で
主

役
を
演

じ

て
い
る
者
も

神

々

で
な

く

て
、
そ

の
地

方

の
住

民

達

で
あ

る

。
新

羅

の
赫

居

世

王
神

話

の
中

で
そ

の
よ
う

な
神
話

構
造

を
見

る

こ
と
が

で
き

る
。

つ
ま
り

、
我

々

は
上

に
百

姓
を

治
め

る
君

主
が

い
な

い

の

で
、
百

姓

達

が

皆

、
勝

手

気

ま

ま

に
振

る
舞

っ
て
い
る

。
徳

の
あ

る
人
を

捜
し
出

し

て
、
君

主

に
立

て
、
国

を

お

こ

し

、
都

を

定

め
よ

う

で
は
な

い
か
と

言

い
合

っ
た
。
そ

こ

で
、
高

い
所

に
登

り
、
南

の
方

を

眺
め

て

み

る
と

、

楊

山

の
ふ
も

と

の
蘿
井

の
そ
ば

に
、
不

思
議

な
気

配

が

雷
光

の
よ

う

に
地

面

に

さ

し

た

か
と

思

う
と

、

一
頭

の
白
馬

が
跪

い
て

い
て
、
礼

拝
す

る

よ

う

な

姿
勢

を

し

て
い

た

。

そ

こ

へ
行

っ
て

み

る
と
、

一
個

の
紫

色

の
卵

が

あ

り
、
人

々
を

み

る
と

、

長

く

い
な

な

い

て
か

ら
天

に
登

っ
て

し
ま

っ
た

。
そ
れ

で

(
人

々
が

)
そ

の
卵
を

割

っ
て
み

る

と

、
男

の
子

が
出

て
来

た

。
顔

だ

ち

や
姿

が
綺
麗

で
美

し

い
。
驚

き

な
が

ら
も
不

思
議

に
思

っ
て
、

そ

の
男

の
子

を
東

泉

で
沐
浴

さ

せ

て
や

る
と
、
体

か
ら
光

を
放

ち

、
鳥

や
獣
も

一
緒

に
踊

り

、

天
地

が

揺

れ
動

き

、

日
と
月

と

が
清

明

で
あ

っ
た

の

で
、
よ

っ
て
彼

を
赫

居
世

と
名

づ

け

、

位

号

を

居

琵

邯

と

言

っ
た

。

そ

の

時

の
人

々
が
争

っ
て
祝

い
喜

ん

で

い
う

に
は
、
「
今

、
天

子

が
降

り

て
来

た

か
ら

、

当

然

徳

の
あ

る
女

君
を

捜
し

て
、
配
偶

を
決

め

ね
ば
な

ら
な

い
」

こ

の
日
、
…

…
…

一〇
二
)
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こ

の
よ

う
な
神
話

の
構

造

は
、
高
句
麗

や
駕

洛
国

の
神

話

か

ら
も

み

ら
れ

る
が

、

と

に
か

く

日
本

の
開
国

神
話

が
神
達

の
活

動
を
強

調

し
、
天
皇

の
支

配
権

の
強

大

さ
を

象

徴

し

て

い
る

の

に
対

し
、
古
代

韓
国

の
開
国

神
話

は
自

ら

の
責

任
下

に
始

祖

王

を
迎

え

、
彼

を

優

れ

た
国

王

と

し

て
支

え

て
い
く
住

民
中

心

の
神
話

と

い
う
差
異

点

が
注

目

に
値

す

る

。
と

い

う

の

は
、

以

上

の
よ
う
な
神

話

の
背

景

は
王
権

強
化

の
た
め

で
あ
り

、

ま

た

仏
教

受

容

の
過

程

で
韓

国

と

日
本

が
相
違

点
を

見

せ

て
い
る
と

思
う
か

ら

で
あ

る

。

一
方
、

こ

の
よ

う
な
文
化

背
景

の
相
違

点

が
、

以

後

両

国

仏

教

の
主
流

を

な
す

に
お

い

て
も

相
違

点
を
表

す

よ
う

に
な

っ
た
と
思

わ
れ

る
。

つ
ま

り

、
新

羅

で

「
王

即
仏

」

思

想

が

華

厳

思

想

に
基
づ

い
た
な
ら

ば
、

日
本

で
の

「
聖
徳

太

子

即

法

王

」

思

想

は
法

華

思
想

が
主

流

を

な

し

た
と
考

え
ら
れ

、
ま
た
統

一
新

羅
時
代

の
伝
統

的

宗

教

意

識

が

、

包

括

的

な
華

厳

思

想

と

直

観

的

な
禅
宗

と

に
あ

っ
た
な

ら
ば

、
日
本

は
奈

良
時

代

に
華

厳

思

想

を

受

容

し

て
も

、

以
後

平

安

時

代

の
宗

教
意

識

は
統

一
論

的
な

天
台

・
法
華

宗

や
密
教

が
主

流
を

な

し

て
い
た
。
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二

、
高

句

麗

・
百

済

・
新

羅

と

日

本

文

化

高

句
麗

・
百

済

・
新
羅

の
三
国
が

日
本

と
接

触
し

は

じ

め

た
時

期

は

、
《

三
国

史

記

》

に

よ

る
と
、
新
羅

建

国
初

か
ら
接

触

が
始
ま

っ
て

い
る
。

δ
三
)
《

日
本

書
紀
》

に
よ

る
と
、
神

功

皇
后

の
新

羅
征

伐
伝

説

か
ら
始

ま

っ
て
い
る

。
し

か
し

、

こ
う

し

た
接

触

は

六
世

紀

初

、
大

和

政

権

を

中
心

と
し

た
古

代
統

一
国
家

の
成

立
以

前

の

こ
と

で
あ

っ
て
、

恐

ら

く

日
本

列

島

内

の
北

九

州

・
吉
備

・
畿

内

な
ど

と

の
個

別
接

触

で
あ

っ
た
だ

ろ

う

。

そ

し

て
、

三

国

と

日
本

と

の
関

係

を

仏
教
文

化
を

中

心

に
み

る
場
合

は
六
世

紀
以

後

に
な

る
。

六
世
紀

以
後

の
仏
教
文

化

を
中
心

と
す

る
韓

日
間

の
関

係

記

事

を

調

べ
る

と

き

、
韓

国

側

の

文

献
資
料

は
皆

無

の
状
態

だ

が
、
《

日
本
書

紀
》

に
は

数

多

く

伝

わ

っ
て

い
る

。

こ
れ
を

三
国

の
時
代
別

・
国
家

別

に
分
け

て
見
れ

ば
次

の
よ
う

で
あ

る
。
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ω

百
濟

①
欽
明
天
皇

三
年
(丑五
二
、

百
濟

聖
王

三〇
)

冬
十
月

百
濟
聖
明
王
(更
名
聖
王
)遣
西
部
姫
氏
逹
率
怒
蜊
斯
致
契
等

獻
釋
迦
佛
金
銅
像

一
軈

幡
蓋
若
干

經

論
若
干
巻

別
表
讃
流
通
禮
拜
功
徳
云

是
法
於
諸
法
中
爲
殊
勝

難
解
難
入

周
公
孔
子
尚
不
能
知

此
法
能
生
無



量
無
邊
福
徳
果
報

及
至
成
辨
無
上
菩
提

譬
如
人
懷
随
意
賓
逐
所
須
用
盡
依
情

此
妙
法
賓
亦
得
然

祈
願
依
情
無

所
乏
且
夫
遠
自
天
竺

爰
泊
三
韓

依
教
奉
持

無
不
尊
敬

由
是
百
済
王
臣
明
謹
遣
陪
臣
怒
喇
斯
致
契

奉
傅
帝
國

流
通
畿
内

果
佛
所
記
我

法
東
流

以
上

の
文

献

は
唐

の
則
天

武
后

長
安

三
年

(七
〇
三
)
義

浄

に
よ

っ
て
翻

訳

さ

れ

た
《

金

光

明

勝

王
経
》

の
文

句
を
引

用

し

て
い
る

こ
と

が

確

認

さ

れ

た

。

δ
四
)
従

っ
て

こ

の
資
料

は
信

憑

性

を

か

い

て
い
る
と
判

明
さ

れ
た

が
、

こ
の
資
料

の
臺

本

に
な

っ
た

の
が

《

元

興

寺
伽

藍

縁

起

並

流

記
貿

財
帳
》

と
知

ら
れ

て

い
る
。

こ
の
貿
料

は
日
本

仏

教

の
初

伝

資

料

と

な

っ
て

い
る

の

で
紹

介

し

て
み

る
と

、
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《
元
興
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
》

①

大
倭
國

佛
法

創
自
斯

嶋
宮
治
天
下
天
國
案
春
岐
廣
庭

天
皇

御
世
蘇
我
大
臣
稲
目
宿
禰
仕
奉
時

治
天

下
七
年
(五三
八
)

歳
次
戊
午
十
二
月
渡
來

百
済
國
聖
明
王
時

太
子
像
并
灌
佛
之
器

一
具
及
説
佛
起
盡
巻

一
篋
度
而

言

當
聞
佛
法
既
是
世
間
無
上
之
法

其
國
亦
應
修
行
也

②

欽
明
天
皇

蓋
年
(五五
四、

百
濟

威
徳
王

一
)

二
月

百
済

・:
・僧
曇
慧
等
九
人

代
僧
道
深
等
七
人
(巻
一九
)



③

敏
達
天
皇

六
年
(五葛
、

百
濟

威
徳
王

二四
)

冬
十

一
月

庚
午
朔

百
済
國
王

付
遣
使
大
別
王
寺

獻
經
論
若
干
巻

并
律
師

禅
師

比
丘
尼

呪
禁
師

造
佛
工
造
寺
工
六
人

遂
安
置
於
難
波
大
別
王
寺
(巻
二〇
)

④

用
明
天
皇

二年
(五八七
、

百
濟

威
徳
王

三
四
)

六
月
:
:
甲
子
善
信
阿
尼
等

謂
大
臣
日

出
家
之
塗

以
戒
爲
本

願
向
百
済
學
受
戒
法

是
月

百
済
調
使
來

朝

大
臣
謂
使
人
日

率
此
尼
等

將
渡
汝
國

令
學
戒
法

了
時
發
遣
(巻
三
)

⑤

崇
竣

一年
(五
八八
、

百
濟

威
徳
王

皇
五
)

是
歳

百
済
國
遣
使
并
僧
惠
總

令
所

恵
寔
等

獻
佛
舎
利

百
済
國
遣
思
率
道
信

徳
率
蓋
文
那
率
福
富
味
身

等

進
調
并
獻
佛
舎
利

僧
聆
照
律
師
令
威
惠
衆

惠
宿

道
巖

令
開
等

寺
工
太
良
未
太

文
賈
古
子

鑢
盤

博
士

將
徳
日
白
味
淳

瓦
博
士
麻
奈
文
奴

陽
遣
文

悛
貴
文

昔
麻
帝
彌

畫
工
白
加

⑥

崇
竣

三
年
(五九
〇
、

百
濟

威
徳
王

三七
)

春
三
月

學
問
尼
善
信
等
自
百
済
遣

住
櫻
井
寺
(巻
三
)

⑦

推
古
天
皇

一年
(五九
三
、

百
濟

威
徳
王

四〇
)

春
正
月

壬
寅
朔
丙
辰

以
佛
舎
利

置
于
法
興
寺
刹
柱
礎
中

丁
巳
建
刹
柱
(巻
三
)

正
月

法
興
寺
建
刹
日

嶋
大
臣
并
百
除
人
皆
着
百
済
服
(《
扶
桑
略
記
》
)

⑧

推
古
天
皇

三年
(五盗
、

百
濟

威
徳
王

四
二
)
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五
月

戊
午
朔
丁
卯

是
歳

百
済
僧
慧
聰
來
之

此
僧
弘
演
佛
教

并
爲
三
寳
之
棟
梁
(巻
一三
)

⑨

推
古
天
皇

四年
(匠九六
、

百
濟

威
徳
王

四三
)

冬
十

一
月

法
興
寺
造
竟

則
以
大
臣
男
善
徳
臣
拝
寺
司

是
日
慧
慈

慧
聰
二
僧

始
住
於
法
興
寺
(巻
一三
)

⑩

推
古
天
皇

署
年
(六
〇九
、

百
濟

武
王

δ
)

夏
四
月
丁
酉
朔
庚
子

筑
紫
太
宰
奏
上
言

百
済
僧
道
所

恵
彌
爲
首

一
十
人

俗
七
十
五
人

泊
于
肥
後
國
葦

地
津
(巻
一三
)

⑪

推
古
天
皇

三
二年
(右
西
、

百
濟

武
王

二五
)

夏
四
月
:
:
壬
戌

以
観
勒
僧
爲
僧
正
(巻

三
)

⑫

考
徳
天
皇

四年
(六宍
、

百
濟

義
慈
王

八
)

二
月
壬
子
朔

遣
於
三
韓

學
問
僧
(巻
二
E
)
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②

新
羅

①

敏
達
天
皇

八年
(蕚
九
、

新
羅

眞
平
王

一)

冬
十
月

新
羅
遣
枳
政
奈
末
進
調

并
送
佛
像
(巻
二〇
)

②

推
古
天
皇

二
四年
(六
宍
、

新
羅

眞
平
王

三八
)

秋
七
月

新
羅
遣
奈
末
竹
世
士
貫
佛
像
(巻

三
)



新
羅
王
送
金
佛
像

安
置
峯
岡
寺
(《
元
亨

釋
書
》
)

③

推
古
天
皇

雪=
年
(杢
三
、

新
羅

眞
平
王

四
五
)

秋
七
月

新
羅
遣
大
使
奈
末
智
洗
爾

任
那
遣
達
率
奈
末
智

并
來
朝

仍
貢
佛
像

一
具
及
金
塔
并
舎
利

且
大
観

頂
幡

一
具
小
幡
十
二
條

即
佛
像
居
於
葛
野
秦
寺
(巻

三
)

④

舒
明
天
皇

=
年
(六
三九
、

新
羅

善
徳
女
王

八
)

秋
九
月

大
唐
學
問
僧
恵
隠

惠
雲

従
新
羅
送
使
入
京

⑤

舒
明
天
皇

三
年
(茜
O
、

新
羅

善
徳
女
王

九
)

冬
十
月
乙
丑
朔
乙
亥

大
唐
學
問
僧
清
安

學
生
高
向
漢
人
玄
理

傅
新
羅
而
至
之
(巻

三
)

⑥

孝
徳
天
皇

四
年
(裔
八
、

新
羅

眞
徳
女
王

二)

二
月
壬
子
朔

遣
於
三
韓

學
問
僧
(巻
二五
)

⑦

齊
明
天
皇

四年
(奎
八
、

新
羅

武
烈
王

五
)

是
月
(七
月
)

沙
門
智
道

智
逹
奉
勅

乗
新
羅
船
往
大
唐
國
(巻
柔
)
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㈲

高
句
麗

①

推
古
天
皇

三年
(五九
五
、

高
句
麗

嬰
陽
王

六
)

五
月
戊
午
朔
丁
卯

高
麗
僧
慧
慈
帰
化

則
皇
子
太
師
之
(巻
三
)



②

推
古
天
皇

四
年
(五九
六
、

高
句
麗

嬰
陽
王

七
)

冬
十

一
月

法
興
寺
造
竟

則
以
大
臣
男
善
徳
臣
拝
寺
司

是
日
慧
慈

慧
聰
二
僧

始
住
於
法
興
寺
(巻
一三
)

③

推
古
天
皇

6
年
(六
〇
二、

高
句
麗

嬰
陽
王

三
)

乙
亥
朔
己
丑

高
麗
僧
僧
隆

雲
聡

共
來
帰
(巻
一三
)

④

推
古
天
皇

三
年
(六〇
五、

高
句
麗

嬰
陽
王

宍
)

是
時

高
麗
國
大
興
王

聞
日
本
國
天
皇
造
佛
像
貢
上
黄
金
三
百
兩
(巻
一三
)

⑤

推
古
天
皇

天
年
(六
δ
、

高
句
麗

嬰
陽
王

三
)

春
三
月

高
麗
王
貢
上
曇
徴

曇
徴
知
五
經

且
能
作
彩
色
及
紙
墨

并
造
碾
磑

蓋
造
碾
磑

始
于
是
時
歟
(巻
三
)

⑥

推
古
天
皇

二三
年
(六
蓋
、

高
句
麗

嬰
陽
王

二六
)

十

一
月
癸
卯

高
麗
僧
慧
慈
帰
干
國
(巻
三
)

⑦

推
古
天
皇

二九
年
(さ
=
、

高
句
麗

榮
留
王

四
)

當
于
是
時

高
麗
僧
慧
慈

聞
上
宮
皇
太
子
薨

以
大
悲
之

爲
皇
太
子

請
僧
而
設
齋
(巻
一三
)

⑧

推
古
天
皇

三三
年
(六
二五
、

高
句
麗

榮
留
王

八
)

春
正
月
壬
申
朔
戊
寅

高
麗
王
貢
僧
惠
灌

仍
任
僧
正
(巻
一三
)

⑨

孝
徳
天
皇

四
年
(六
四八
、

高
句
麗

實
蔵
王

七
)

二
月
壬
子
朔

遣
於
三
韓
(巻
二近
)
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こ
れ
ら
資
料

か

ら
見

る
限

り
、
《

日
本
書
紀

》

に
表

れ

た

三
国

と

日
本

と

の
仏

教

関

連

記

事

は
、
百
済

が
十

一
件

で

一
番
多

く

、
高

句
麗

が
九

件

、

そ

し

て
新

羅

が

七

件

で
あ

る

。

一
方

、

こ
れ
を
時

代
別

に
見

る
と

、
百

済
関

係

記
事

は
初

期

に
多

く

、

統

い

て
高

句

麗

、

新

羅

の
順

で

あ

る
。

こ
こ

で
は
日
本

が
仏
教

を
受
容

す

る

に
当

た

っ
て
初

期

の
六

世

紀

に
は

主

に
百
済

を

通

し

て
交
流

し
た

が
、
七

世

紀

に
入

る
と
大
体

高
句

麗

や

新

羅

を

通

し

て
韓

国
仏

教

を

受

容

し

て

い
る

の
が

分
か

る
。

一
方

、
以
上

の
文
献

を
主

題
別

に
分

け

て
み

る
と

、
百

済

か

ら

は

聖
王

代

に
仏

像

と

仏

経

な

ど
を
送

っ
て
日
本

に
初
め

て
仏

教
が
伝

来

し

て
以
来

、
続

い

て
律

師

・
禅

師

・
比

丘

尼

・
呪

禁

師

な
ど

の
僧
侶

や
仏

像

工

・
造
寺

工

・
鑢
盤
博

士

・
瓦

博

士

・
画

工
な

ど

の
技

術

者

、

そ

し

て

仏
舎

利
な

ど
を

百
済

を
通

し

て
受

容

し

て
い
る

。
こ

こ

で
見

れ

ば

、
百

済

仏

教

が

日
本

仏

教

に

及

ん
だ
影

響
と

い
う

の
は

、
日
本

に
お

い

て
仏
教

寺

院

の
土

台

を

据

え

る

こ
と

だ

っ
た

と

思

わ

れ

る
。

つ
ま

り
、
百
済

は

日
本

に

「
寺

」
と

い
う

の
が

何

か

を

教

え

た

の

で
あ

る

。

そ

し

て
、

寺

の
建

築
技

術
を
支

援

し

、
寺

の
機
能

を
果

た
す

よ

う

多

方

面

に
か

け

て
僧

侶

を
遣

わ

し

た

と

考

え

ら
れ

る
。

日
本

に
最
初

に
伝

え

ら
れ

た

の
は
仏
像

と
仏
経

の
み

で
、

こ
れ

だ

け

で
仏

教

が
完

全

に
伝

え

ら
れ

た
と

は
言
え
な

い
。
仏

教

に
お
け

る
信
仰

の
機

能

は
仏

宝

・
法

宝

・
僧

宝

の

三
宝

信

仰

の
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連

係
的
関

係

に
よ

っ
て
そ

の
…機
能
を

果
た
す

よ

う

に
な

る
か

ら

で
あ

る
。
故

に
仏

像

(
仏

宝

)

と
仏
経

(
法
宝

)
を
通

し

て
仏

経
を
受

け

い
れ

た

日
本

は

僧

侶

(
僧

宝

)
を

招

聘

し

、

三
者

の

連

係
的
機

能
を

果
た
す

た

め

に
寺
を
建

て
な
け
れ

ば
な

ら

な

か

っ
た

。

そ

し

て
、
寺

を

建

て
る

に
は
造
寺

工
な

ど

の
技

術
者

が

、
造
塔

に
は
仏
舎

利

が
必

要
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
比

べ

て
高
句

麗

の
記

事

は
差

を

見
せ

て

い
る
。

高
句
麗

の
記
事

が
初

め

て
見

つ
か

る

の
は
、
推
古

三
年

(
五九
五
)

に

日
本

に
来

た
高

句

麗

僧

恵

慈

を
聖
徳

太
子

が
法

師

に
し

た

こ
と

か
ら

で
あ

る
。
《

日
本

書

紀

》

に
よ

る

と

、
同

年

、
百

済

か
ら
も
僧

恵
聡

が
来

て
い
た

。
翌

年

の
五
九
六

年

、
百

済

の
援

助

に
よ

っ
て
完
成

し

た

飛
鳥

寺

(
法
師
寺

あ

る

い
は
法
興

寺

)
に
蘇
我

氏

は

こ
れ

ら
高
句
麗

と
百

済

の
両
師

を
招

く

が

、
聖

徳

太

子

は
両

師

の
中

、
高
句

麗

の
恵
慈

を
託

し

て

い
る
。

こ
れ
は
仏
教

を
通

し

た
外
交

関
係

の
変

化
を
意

味

し

て

い

る

。
言

い
換

え

れ

ば

、

聖
徳

太

子

以
後

に
は
高

句
麗
仏

教

と

日
本

仏
教

の
間

、
外
交
的

次

元

の
交

流

が
始

ま

る

の

で
あ

る

。

つ
ま

り
、
六
〇

五
年

に
飛
鳥

寺

の
丈

六
銅
像

の
焼

成

の

こ
と
を

聞

い

た
高

句

麗

王

が

黄

金

三

〇

〇

両

を
贈

り
、
僧
隆

雲
聡

な
ど

の
僧

侶
を
派

遣

し

て
日
本

仏
教

の
興

隆

を

積

極

的

に
助

け

て

い
る

の

が

そ
れ

で
あ
る

。
従

っ
て
、
百
済

が

日
本

仏
教

の
仏

寺

の
機
能

を

果

た
す

よ
う

支

援

し

た

と

い

え
ば
、
高

句
麗

は
社

会
的

機
能

を
果

た
す

よ
う
支

援

し

た

と

も

言

え

る

。
高

句

麗

王

が

仏

教

の
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僧
侶

だ
け

で
な

く

て
儒

学

や
絵
具

・
紙

墨

に
も

精

通
し

た
工
芸

技
術

者

を
派
遣

し

て

い
る

の

は
、

仏
教

文
化

の
よ
り
幅
広

い
理
解
を

も

た
ら
し

た
と

思
わ
れ

る

。

一
方
、
新

羅

で
は
真
平

王

元
年

(
喜
九
)
、
日
本

に
仏
像

を
送

っ
て

い
る
が

、
し
ば

ら
く
交

流

を

断

っ
て
推
古

天
皇

二
四
年

(
六
一六
、
新

羅
真
平

王

三八
)
再

び

仏

像

を

送

り

始

め

、

何

回

か

に
か

け

て
仏
像

だ

け
を
送

っ
て

い
る
。

こ
れ

は
百
済

が
僧

侶

や

造

仏

工

な

ど

技

術

者

を

派

遣

し

て

い
る

こ
と

と

は
対

照
を

な

し

て
い
る
。
唯

、
真

平

王
四
五

年

(
杢
三
)

に
は

仏

像

と

と

も

に
金

塔

及

び

舎
利

大
観
頂

幡

一
具

、
小
幡

十

二
條

な
ど
儀

式
用

具

を

送

っ
て

い
る

の
が

注

目

さ

れ

る

。

な

ぜ

な
ら

ば
、

こ
れ

は
信

仰
儀
礼

の
制

度
的

様
式

が

日
本

に
伝

え

ら
れ

た
と

思
わ

れ

る
か
ら

で
あ

る

。

δ
五
)
も

し
、
そ

う

で
あ

る
な

ら
ば

、
仏

教

の

こ
う

し

た
信

仰

儀
礼

の
制

度

的

様

式

が

政
治

的

に

応

用

さ
れ

て
仏
教

が
天

皇
権
強

化

に
寄
与

し

、
ま

た

律
令

制

度

の
確

立

に
初

め

て
寄

与

す

る

よ

う

に
な

っ
た
と
考

え
ら

れ

る
。

δ
六
)
こ
れ

は

聖
徳

太

子
以

後

の

日
本

仏

教

が
主

に
新

羅

と

の
接

触

を
通

し

て
展

開

し

て
い

る
事

実
と

も
深

く
係

わ

っ
て
い

る

。

そ
し

て

、

こ

の

よ

う

な

日
本

仏

教

は
再

び
唐

の
留
学

僧
を

新
羅

を
通

し

て
接

触
す

る

こ
と

に

よ

っ
て

一
層

理

論

化

さ
れ

た
学

問

的

仏
教

に
発
展

す

る
よ

う

に
な

っ
た

と
み

ら
れ

る
。
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日
本
仏

教

の
伝
来

と
発
展

に
お

い
て
以
上

の
よ
う
な

三
国

と

の
関

係

記
事
を

通

し

て
み
る

時

、



三
国

と

日
本

と

歴
史

的
交
流

関
係
を

次

の
よ
う

に
推

測
す

る

こ
と

が

で
き

る
。

第

一
、
大

和
政
権

内

で
新
百

済
勢
力

と
も

見

ら
れ

る
蘇

我

氏

が

仏

教

受

容

を

契

機

に
政

治

的

対

立

関
係

の
物

部
氏

を
退

け

て
政

権
を
握

る

こ
と

が

で
き
た

。

そ
し

て
、
蘇
我

氏

に
よ

っ
て
受
容

さ
れ

た
仏
教

は
主

に
仏

寺

の
機

能

を

日
本

社

会

に
土

着

化

さ
せ

る

の

に
大

き

く
寄
与

し
、
そ

の
結
果

、
仏
法
僧

の
三
宝

信
仰

体
系

を
理

解
す

る
よ
う
に
な

っ

て
精

神
世

界

の
発
展

を
も

た
ら

し
た

。

一
方

、
仏

寺

の
経

営

な

ど

か

ら
得

ら

れ

る
建

築

文

化

の

発
展

を
も

も

た
ら

し
た

。

第

二
、
聖
徳
太

子

の
摂
政

以
後

、
蘇

我
氏

の
専

横

を

阻

止

す

る

た
め

百

済

中

心

の
外

交

を
止

揚

し

、
高
句

麗

・
新

羅
な

ど

の
諸

国
と

の
多

元
的
外

交

に
転

換

し

て
多

様

な
文

化

を
摂

取

す

る

こ
と
が

で
き

た

。
そ

の
結
果

、
後

の
日
本
仏

教

は

仏
寺

が
仏

寺

と

し

て

の
機

能

だ

け

に
止

ま

ら

ず

、
そ

の
機

能

を
拡

大
し

て
社
会

文
化

的
な

展
開

を

も

た

ら

し

た

と

言

え

る

。

こ
れ

は

六
世

紀

中
葉

以
降

に
成
長

し

て
き
た
古

代
国
家

を

体
制

的

に
整

備

・
強

化

す

る

た

め

の
時

代

的

な

要
請

で
も

あ

っ
た
。
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V

結
語

以
上

、
古

代
韓

日
間

に
お

け

る
仏

教
文

化

を
通

し
た
両

国

の
交

流

関

係

を

見

極

め

て
き

た

。

そ

の
結

果
を

一
言

で
い
え
ば
、
古
代

韓

国

に
お

い

て
高

句

麗

・
百

済

・
新

羅

の

三
国

は

一
方

的

に
先

進
仏

教
文

化
を

日
本

に
伝

え
た
と

言

え
る

が
、

こ
れ

は
五

世

紀

以

後

の
中

国

・
韓

国

な

ど

の
国

際
社

会

で
成
熟

し

て

い
た
仏

教
文

化
受

容

に
よ

る
社

会

発

展

の
段

階

を

六

世

紀

後

半

に

日

本

社

会

に
踏
ま

せ
た

と

い
う

こ
と

か
ら

交
流
史

的

な
意
味

を
持

つ
の

で
あ

る

。

日
本
初

伝
仏
教

の
受

容
基

盤

は
古

代
韓

国

人

の
渡

来

人

集

団
文

化

だ

っ
た

と

い
う

こ
と

に
ま

ず
、
注

目

の
必
要

が
あ

る
。

つ
ま

り
、
仏
教

受

容

に
お

い

て
中

心

の
役
割

を

果

た

し

た

蘇

我

氏

の
政

治
的
基

盤

が
渡
来

人
集
団

だ

っ
た

し
、

こ
れ
ら

渡

来

人
集

団

の
樹

木

信

仰

な

ど

の
在

来
信

仰

が
仏

教
受

容

の
基
盤

と
な

っ
た

の

で
あ

る
。

一
方

、

こ
う

し

た
渡

来

人

集
団

に
よ

る
仏

教

受

容

の
形

態

は
蘇
塗

信
仰

な
ど
を

基
盤

と

し

て
仏

教
を
受

け

入

れ

た
百

済

・
新

羅

で

の
受

容

形
態

と

軌
を

一
に
し

て

い
る

の
で
注

目

に
値

す

る

。
な

ぜ

な

ら

ば

、

こ

の

よ

う

な
受

容

形
態

が
国

神

崇
拝

者

の
物

部
氏

ら

の
強

い
反
発

に
直

面

し
、

そ

の
た
め

し
ば

ら

く

日
本

初

伝

仏

教

は
蘇

我

氏

な

ど

の
私

寺
仏

教

に
止
ま

ら
ざ

る
を
得

な

か

っ
た
と
思

う
か

ら

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に

日
本

初
伝

仏
教

の
受
容

と

発
展

に
寄
与

し
た

国

は

百

済

で
あ

っ
た

。

つ
ま

り

、
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百
済

は
日
本

に
初

め

て
仏

像

や
仏
典

を
伝

え

た
だ
け

で
な

く

、

以

後

も

続

け

て
僧

侶

や

造

仏

工

な

ど

の
技

術
者

を
派

遣

し

て
仏

教
寺

院

の
機
能

を
果

た

さ

せ

た

。

こ
れ

は

百

済

が

日
本

社

会

で

寺
院

の
機

能

が
何

か
を
教

え

た
だ

け

で
な

く

、
仏

教

の
宗

教

的

機

能

や

文

化

的

機

能

の
拡

大

に

も
寄

与

し

た

の
で
あ

る
。

こ
う

し

て
日
本
社

会

で
寺

院

の
宗

教

的

機

能

と

文

化

的

機

能

が

益

々

蓄

積

・
拡
大

す

る

に

つ
れ

て
仏

教

の
国
家

的
受

容

が
必

要

に
な

る
が

、

こ

の
段

階

で
高

句

麗

仏

教

や
新

羅

仏
教

の
受
容

が
要

求

さ
れ

た
と
思

わ
れ

る

。
特

に
大

化

改

新

の
以

後

、
仏

教

を

律

令

社

会

の
発

展

に
寄
与

で
き

る
思
想

体
系

と
思

っ
て
、
新

羅

の
弥

勒

思

想

と

「
王

即
仏

」

思
想

を

受

容

し

て

「
聖
徳
太

子

即
釈
迦

仏

」
思
想

に
展
開

・
発

展

し

て

い
く

こ

と

は

注

目

の
必
要

が

あ

る

。
そ
し

て
、

こ
の
段
階

で
日
本

仏
教

が

国
家
仏

教

を

目

指

す

よ

う

に

な

っ
て
か

ら

は

、

そ

の

受
容

の
基

盤
が

初
伝

時
代

の
私

寺
仏
教

と

は
異

な

っ
て

日
本

の
国
家

神

話

を

元

に
し

て
新

羅

仏

教
を

受
容

す

る
よ

う

に
な

っ
た
と
思

わ
れ

る
。
そ

し

て
、
各

々

の
受

容

基

盤

が

異

な

っ
た

の

で

新

羅
仏
教

の
主

流

が
華
厳

思
想

だ

っ
た

の

に
対

し

、

日
本

仏

教

は
法

華

思

想

が

そ

の
主

流

を

形

成

す

る
よ

う

に
な

っ
た
と

み
ら
れ

る
。

一
方

、

こ

の
よ

う

に
仏

教

思

想

に
対

す

る
選

択

の
必

要

性

が
生

じ

、
唐

な
ど

へ
の
学

問
僧

の
留

学

が
頻
繁

に
な

る

が

、

こ
れ

に
も

新

羅

が

大

き

な

役

割

を

果

た
し

て

い
る
。
特

に
興
味

深

い

の
は

、
日
本

国

家

仏

教

は

百

済

よ

り

は
新

羅

仏

教

を

受

容

し

て

い
る

の
で
あ
る

。

こ
れ

は
仏

教

の
私
伝

か

ら
公

伝

に
到

る

過

程

が

新

羅

と

共

通

性

を

持

っ
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て
い
る

こ
と

か
ら
起

因
す

る
と
考

え
ら
れ

る
。

要
す

る

に
、
六

世
紀

後
半

よ

り
七
世

紀
、
八
世

紀

に
か

け

て

の

日
本

社
会

は

、
政

治

的

に

は

律

令
制
度

を
確

立
し

て
、
文

化
的

に
は
仏

教
を

受
容

し

て
国

家

仏

教

に
発
展

し

て
行

っ
た
時

期

で
あ

る
。
こ

の
時
期

の
日
本

仏
教

は
全

く
高
句
麗

・
百

済

・
新

羅

仏
教

の
影

響

と

支

援

下

で
発

展

さ
れ

た
と

い
う

日
本

古
代

史

に
対
す

る
新

た
な

認
識

が

必

要

で
あ

る

。
も

う

一
方

、
韓

国

仏

教

の

一
方

的
な

日
本
伝

播

に
対
す

る
背

景

の
究

明
を

通

し

た
文

化

交

流

史

の
正

し

い
認

識

が

要

求

さ
れ

る

の
で
あ
る

。
な

ぜ
な

ら
ば

、
そ
れ

は
百

済

が

日
本

に
仏

教

を

伝

え

た

事

実

を

巡

っ
た

問

題
、
す

な

わ
ち
下

賜
か

贈
与

か
、
あ

る

い
は
献

納

か
と

い

っ
た
問

題

を

正

し

く

認

識

す

る

た

め

に
も

必
要

な

こ
と
だ

と
思

う
か

ら

で
あ

る

。
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(註
)

ω

欽
明
天
皇
は
百
済
聖
王
と
の
関
係
で
仏
教
受
容
に
強
い
ら
れ
な
か

っ
た
と
言

っ
て
、
百
済
か
ら
贈
ら
れ
た
仏
教
を
下

賜
で
な
く
、
贈
与
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
進
文
化
を
後
進
社
会
に
送
る
の
は

、
贈
与
と

い
う

よ
り
は
下
賜
の
意
味
が
も

っ
と
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
田
村
圓
澄
、
<
<
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教

>
>

(吉
川
弘

文
、
究
八
O
)
P
21

②

日
本
仏
教
史

の
研
究
が
く
<
三
国
仏
法
伝
通
縁
起
>
>
を
中
心
に
行
な
わ
れ
て
来
た
の
で
、
イ
ン
ド

・
中
国

・
日
本

以
外
の
韓
国
仏
教
を
論
外
に
す
る
愚
を
犯
し
た
の
で
あ
る
。
水
谷
幸
正
、
〈
日
本
佛
教
傳
來
再
照
明
V

(《
東
亜
三
國



佛
教
傳
來
再
照
明
》
、

靈
鷲
佛
教
文
化
研
究
院
、
一九八
九
)

㈲
①

洪
淳
昶
、
〈
七
～
八
世
紀
新
羅
と
日
本
の
関
係
〉
(《
韓
日
古
代
文
化
交
渉
史
研
究
》
、乙
酉
文
化
社
、
一九
七
四)

②

以
上
《
韓
日
古
代
文
化
交
渉
史
研
究
》
の
う
ち
、
田
村
圓
澄
の
〈
半
跏
思
惟
像
と
聖
徳
太
子
信
仰
〉
、
李
箕
永
の

〈
象
徴
的
表
現
を
通
し
て
見
る
七
～
八
世
紀
新
羅
お
よ
び
日
本
の
佛
國
土
思
想
〉
、
毛
利
久
の
〈
白
鳳
彫
刻
の
新
羅

的
要
素
〉
、
金
宅
圭
の
〈
新
羅
お
よ
び
古
代
日
本
の
神
佛
褶
合
に
つ
い
て
〉
な
ど
参
考
。

③

田
村
圓
澄
、
《
古
代
朝
鮮
佛
教
と
日
本
佛
教
》
(
芫
八O
)

④

柳
炳
徳
、
〈
古
代
韓
日
佛
教
文
化
交
流
に
関
す
る
研
究
〉
(《
韓
國
宗
教
》
四
・五
、
圓
光
大
學
校

宗
教
問
題
研
究

所
、
一九
八
O
)

⑤

柳
東
植
、
〈
韓
日
佛
教
受
容
形
態

比
較
考
察
〉
(《
韓
國
文
化
人
類
學
》
八
、
韓
國
文
化
人
類
學
会
、
究
堂
ハ)

⑥

鎌
田
茂
雄
、
〈
百
済
佛
教
の
日
本
傳
來
〉
(《
馬
韓
、
百
済
文
化
》
七
、
圓
光
大
學
校

馬
韓
百
済
文
化
研
究
所
、

一
九
七
六
)

傾

《
三
国
史
記
》
高
句
麗
本
紀
、
及
び
《
三
国
遺
事
》
興
法
條
。

⑤

《
三
国
史
記
》
百
済
本
紀
、
及
び
《
三
国
遺
事
》
興
法
條
。

⑥

《
三
国
史
記
》
新
羅
本
紀
、
及
び
《
三
国
遺
事
》
興
法
條
。

⑳

《
日
本
書
紀
》
欽
明
天
皇

=
二
年
條
。

⑧

藤
井
顯
孝
、
〈
仏
教
伝
来
の
記
事
に
就
い
て
〉
(《
史
学
雑
誌
》
三六
-
八
)

⑨

田
村
圓
澄
、
《
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
》
P
21

⑩

洪
淳
昶
・
田
村
圓
澄
編
、
《
韓
日
古
代
文
化
交
渉
史
研
究
》
、
(乙
酉
文
化
社
、
一九茜
)
P
26

蘇
我
氏
は
百
済
系
人
、
或
い
は
百
済
系
渡
来
人
達
と
密
接
に
係
わ
っ
て
い
た
渡
来
人
だ
っ
た
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

qD

①

田
村
圓
澄
、
《
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
》
P
28

②

島
辻
義
徳
、
〈
蘇
我
氏
臺
頭
の
史
的
意
義
〉
(《
東
ア
ジ
ア
古
代
文
化
》
23
、大
和
書
房
)

02

《
日
本
書
紀
》
敏
達
天
皇

=
二
年
條
。

⑬

右
同

αの

《
日
本
書
紀
》
敏
達
天
皇

一
四
年
條
。
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09

《
日
本
書
紀
》
敏
達
天
皇
六
年
條
。

㈲

前
掲
註
ω

αの

《
日
本
書
紀
》
敏
達
天
皇

一
四
年
條
。

08

〈
元
興
寺
伽
藍
縁
起
並
流
記
資
財
帳
書
記
〉
(《
日
本
仏
教
全
書
》
寺
誌
叢
諸
書
第
二
)

㎝

《
日
本
書
紀
》
崇
峻
天
皇
元
年
條
。

⑳

《
日
本
書
紀
》
崇
峻
天
皇
三
年
條
。

⑳

前
掲
註
08

⑳

"尼
等
受
戒
法
者

尼
寺
之
内

先
請
十
尼
寺

受
本
戒
巳

郎
詣
法
師
寺

請
十
法
師

先
尼
師
十
合
廿
所
受
本
戒

也
..
..時
百
済
客
白

我
等
國
者

法
師
寺
尼
寺
之
間

鍾
聲
互
聞

其
間
無
難
事

半
月
々
々
日
中
之
前
往
還
處
作

也
"
《
元
興
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
》
。

㈱

金
正
基
、
〈
仏
教
美
術
を
通
し
て
見
る
古
代
韓
日
間
に
お
け
る
伽
藍
配
置
の
比
較
〉
(《
韓
国
史
論
》
16
、
国
史
編
纂

委
員
会
、
一九
八六
)

⑳

右
同

⑳

法
師
寺
の
原
寺
名
は
法
興
寺
で
あ
っ
た
。
今
日
、
飛
鳥
寺
と
呼
ん
で
い
る
が
、
《
日
本
書
紀
》
に
よ
る
と
、
こ
の
法

興
寺
に
恵
慈
と
恵
聡
の
両
師
を
招
請
し
た
と
い
う
。
《
日
本
書
紀
》
推
古
天
皇
四
年
條
。

⑳

洪
潤
植
、
《
韓
国
仏
教
史
の
研
究
》
(教
文
社
、
一九八
八
)
P
5
～
25

田
村
圓
澄
、
《
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
》
P
49

⑳

右
同

G①

洪
潤
植
、
〈
馬
韓
蘇
塗
信
仰
に
お
け
る
百
済
仏
教
の
受
容
〉
(《
韓
国
仏
教
史
の
研
究
》
、
教
文
社
、
一九八
八
)

60

右
同

田
村
圓
澄
、
《
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
》
P
60
～
61

⑬

《
日
本
書
紀
》
崇
峻
天
皇
前
記
。

6の

《
日
本
書
紀
》
大
化
元
年
の
詔
勅

"鑪
盤
銘
"
前
半
部
分

《
日
本
書
紀
》
推
古
天
皇

=
二
年
條
、

"丈
六
光
銘
"
前
半
部
分
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G⑤

《
日
本
書
紀
》
推
古
天
皇

=
二
年
條
。

⑳

法
隆
寺
釈
迦
三
尊
像
光
背
の
次
の
よ
う
な
銘
文
が
こ
れ
を
語
っ
て
い
る
。

"法
興
元
三
十

一
年
歳
次
辛
巳
十
二
月

鬼
前
太
后
崩

明
年
正
月
二
十
二
日
上
宮
法
皇
枕
病
弗
念
干
食

王
后
仍
以
労
疾

並
著
於
床

時
王
后
王
子
等
及
興

諸
臣

深
懐
愁
毒

共
相
發
願

仰
依
三
寶

當
造
釋
像
尺
寸
王
身

蒙
此
願
力

轉
病
延
壽

安
住
世
間

若
是

定
業

以
背
世
者

徃
登
浄
土

早
昇
妙
果

二
月
二
十

一
日
癸
酉

王
后
即
世

翌
日
法
皇
登
遐

癸
走
年
三
月
中

如
願
敬
造
釋
迦
尊
像
并
侠
侍

及
荘
厳
具
竟

來
斯
微
幅

信
道
知
識

現
世
安
隠

出
世
入
死

随
壽
三
主
紹
隆

三
寶
遂
共
彼
岸

著
遍
六
道

法
界
含
識

得
脱
苦
縁

同
趣
菩
提

使
司
馬
鞍
首
止
利
佛
師
造
"
(《
日
本
の
古
寺

美
術
》
3
、
〈
法
隆
寺
〉
皿
所
収
、
保
育
社
)

田
村
圓
澄
、
《
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
》
P
75

右
同

ω

右
同

ω

黄
寿
永
、
〈
初
期
仏
像
様
式
の
交
流
〉

(《
韓
国
史
論
》
16
、
国
史
編
纂
委
員
会
、
一九
八六
)

右
同

田
村
圓
澄
、
《
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
》
P
鵬

ω

右
同

㈲

右
同

㈱

《
日
本
書
紀
》
推
古
天
皇

一
八
年
條
。

㈲

田
村
圓
澄
、
《
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
》
P
70

《
日
本
書
紀
》
用
明
天
皇
二
年
條
、
及
び
註
47
参
考

㈲

洪
潤
植
、
〈
三
国
時
代
の
仏
教
受
容
と
社
会
発
展
の
諸
問
題
〉

(《
馬
韓

・
百
済
文
化
》
8
、
一宍
五
)

6①

《
日
本
書
紀
》
敏
達
天
皇

=
二
年
條
。

60

《
元
興
寺
伽
藍
縁
起
並
流
記
資
財
帳
》

(《
日
本
仏
教
全
書
》
)

働

洪
潤
植
、
〈
三
国
時
代
の
仏
教
受
容
と
社
会
発
展
の
諸
問
題
〉

(《
馬
韓

・
百
済
文
化
》
8
、
一九
八五
)

洪
潤
植
、
〈
弥
勒
思
想
の
造
形
化
と
そ
の
信
仰
〉

(《
弥
勒
思
想
の
現
代
的
照
明
》
、
法
住
寺
、
一九き
)
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励

上
生
信
仰
が
個
人
の
修
行
な
ど
人
格
的
具
顯
を
目
的
に
す
る
と
い
え
ば
、
下
生
信
仰
は
国
土
的
具
顯
を
目
的

に
す

る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

㈲

洪
潤
植
、
〈
韓
国
仏
教
史
の
研
究
>
P
26

岡

"爾
時
法
王
出
現
各
日
嬢
怯
(。。穹
訂

)正
法
治
化

七
寶
成
就

所
謂
七
寶
者

輪
寶
象
寶
馬
寶
…
等

所
謂
七
寶

鎭
此

閻
浮
地
内

不
以
力
杖

自
然
靡
伏
"
(以
上
《
弥
勒
上
生
經
》
)
。
ま
た
《
弥
勒
下
生
成
佛
經
》

で
は
、
"其
國
爾
時

有

轉
輪
王

各
日
嬢
怯
有
四
種
兵
以
威
武
治
四
天
下
…
"
と
書
い
て
あ
る
。
(《
新
修
大
藏
經
》
年

14
)

㈹

ま
た
、
金
庚

信
を
国
神
と
支
え
、
そ
の
下
に
集
ま

っ
た
朗
徒
達
を

"龍
華
之
徒
"
と
呼
ん
だ
こ
と
も
下
生
信
仰

の

形
態
と
思
わ
れ
る
。

働

《
三
国
史
記
》
新
羅
本
紀

真
興
王

6窃

《
長
阿
含
》
巻
7
、
〈
轉
輪
聖
王
修
行
經
〉
及
び
《
中
阿
含
》
巻
15
、
〈
轉
輪
聖
王
經
〉

。
揚
本
啓
祥
《

ア
シ
ョ
ー

カ
王
碑
文
》
(
第
三
文
明
社
、
一九
七六
)

㈹

洪
潤
植
、
〈
益
山
弥
勒
寺

創
建
背
景
を
通
し
て
見
る
百
済
文
化
の
性
格
V

(《
馬
韓

・
百
済
文
化
》
6
、
圓
光
大

馬
韓
百
済
文
化
研
究
所
、
一宍
三
)

㈹

《
三
国
遺
事
》
武
王
條
。

㈹

李
能
和
、
《
朝
鮮
仏
教
通
史
》
弥
勒
仏
光
寺
條
。

㈹

田
村
圓
澄
、
〈
半
跏
思
惟
像
と
聖
徳
太
子
信
仰
〉
《
韓
日
古
代
文
化
交
渉
史
研
究
》
(
乙
酉
文
化
社
、
一九茜
)

㈹

右
同

㈲

註
52
参
調

㈹

洪
潤
植
、
〈
日
本
法
隆
寺
金
堂
壁
画
に
見
え
る
韓
国
文
化

の
影
響
〉

(《
考
古
美
術
》
鰯
、
韓
国
美
術
史
学
会
、
一九九

〇
)
。
《
扶
桑
略
記
》
に
、
止
利
師

の
祖
父
で
司
馬
達
の
息
子
の
多
須
奈
を

"百
済
仏
工
鞍
即
多
須
奈
"

と

い
う
こ
と
か

ら
。

㈱

註
37
参
調

㈹

註
63
参
調

働

洪
潤
植
、
《
韓
国
仏
教
史
の
研
究
》
、
P
3
～
41
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㈲

右
同

㈹

右
同

㈱

右
同

㈲
①
李
基
白
、
〈
圓
光
と
そ
の
思
想
V
(《
新
羅
時
代
の
国
家
佛
教
と
儒
教
》
、
韓
国
研
究
院
、
一九七
八
)

②
《
三
國
遺
事
》
圓
光
西
學
條
。

㈹

《
三
國
遺
事
》
臺
山
五
萬
眞
身
條
。

㈲

洪
潤
植
、
〈
新
羅
華
厳
思
想
の
社
会
的
展
開
と
曼
茶
羅
〉
(《
三
國
遺
事
と
韓
国
古
代
文
化
》
、
圓
光
大
學
校
出
版
局
、

究
金
)

㈹

洪
潤
植
、
〈
新
羅
皇
龍
寺
経
営
の
文
化
的
意
味
〉
(《
馬
韓

・
百
済
文
化
》
7
、
圓
光
大
學
校

馬
韓
百
済
文
化
研
究

所
、
一宍
四
)

㈲

《
三
國
遺
事
》
慈
蔵
定
律
條
。

㈹

金
哲
竣
、
《
韓
国
古
代
社
会
研
究
》
(知
識
産
業
社
、
一九八
二
)
P
説

㈲

李
基
白
、
《
新
羅
時
代
の
国
家
仏
教
と
儒
教
》
P
86
～
93

⑳

註
78
参
調

⑱か

註
79
参
調

⑳

《
三
國
遺
事
》
皇
龍
寺
九
層
塔
條
。

⑬

高
翊
晋
、
〈
韓
国
古
代
の
仏
教
思
想
〉
(《
哲
学
思
想
の
諸
問
題
》
)
P
悩

圃

右
同

㈲

丁
仲
換
、
〈
新
羅
聖
骨
考
〉
(《
李
弘
植
博
士
回
甲
記
念
韓
国
史
学
論
叢
》
、
一九
六九
)

㈱

《
三
國
史
記
》

・
《
海
東
高
僧
傳
》

・
《
三
國
遺
事
》

・
《
大
唐
西
域
求
法
高
僧
傳
》

・
《
宋
高
僧
傳
》

・
《
日
本

書
紀
》
舒
明
天
皇
條
。

ヨ

ワロ

田
村
圓
澄
、
《
古
代
朝
鮮
仏
教

と
日
本
仏
教
》
P
11
～
11

⑳

《
日
本
書
紀
》
舒
明
天
皇
十

一
年
條
。

㈱

田
村
圓
澄
、
《
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
》
P
171

一63一



劒

註
58
参
調

⑲ω

右
同

eO

新
羅
の
善
徳
女
王
代
に
王
即
仏
思
想
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
法
興
王
以
来
、
国
王
に
よ
る
転
輪
聖
王
的
立
場
で
の

仏
教
興
隆
政
策
が
あ

っ
た
の
に
対
し
、
日
本
の
王
権
は
仏
教
伝
来
以
後
、
中
立
的
立
場
、
或
い
は
反
対

の
立
場
を
取

っ

て
、
仏
教
を
王
権
と
係
わ
る
官
寺
仏
教
に
転
換
さ
せ
な
が
ら
直
ち
に
聖
徳
太
子
即
釈
迦
仏
形
態
を
成
立

さ
せ
て
い
る
。

"王
命

能
悟
浬
槃
常
住

五
種

佛
性
之
理
明
開
法
華
三
車

權
實
二
智
之
趣

"
(《
日
本
書
紀
》
22
、
上
宮
聖
徳
法

王
帝
説
)

⑬

金
元
龍
、
〈
在
日
韓
国
古
代
文
化
財
現
況
調
査

の
意
義
〉
(《
韓
国
文
化
財
調
査
研
究
學
術
会
議
》
発
表
要
旨
、
浄
土

宗
寺
院
所
蔵

韓
国
文
化
財
日
韓
共
同
調
査
研
究
会
、
一九九
〇
)

田
村
圓
澄
、
《
古
代
朝
鮮
仏
教
と
日
本
仏
教
》
P
66

㈲

柳
東
植
、
〈
韓
日
仏
教
受
容
形
態
の
比
較
考
察
〉
(《
文
化
人
類
学
》
8
、
韓
国
文
化
人
類
学
、
一九
七
六
)

㈹

洪
潤
植
、
〈
馬
韓
蘇
塗
信
仰
に
お
け
る
百
済
仏
教
の
受
容
〉
(《
韓
国
仏
教
史
の
研
究
》
、
教
文
社
、

一宍
八
)

《
三
国
志
》
魏
志
東
夷
伝

馬
韓
條
。

註
96
参
調

働

《
三
國
遺
事
》
阿
道
基
條
。

㈹

註
85
参
調

㎝

①
井
上
秀
雄
、
〈
古
代
の
日
本
と
朝
鮮
と
の
文
化
特
質
ー
文
字
と
神
話
よ
り
見
て
ー
〉
(《
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
》
、

一九
七六

秋
)

②
大
林
太
良
、
《
神
話
の
系
譜
》
(講
談
社
、
一九
九
一)
P
㎜
～
捌

㈹

《
三
國
遺
事
》
新
羅
始
祖

赫
居
世
王
。

㈹

《
三
国
史
記
》
新
羅
本
紀
。

㈲

藤
井
顯
孝
、
〈
仏
教
伝
来
の
記
事
に
就
い
て
〉
(《
史
学
雑
誌
》
36
-
8
)

㈹

幡
は
梵
語
℃
p
畠
訂

で
、
絵
幡

・
幢
幡
と
も
い
う
。
仏
菩
薩
の
偉
徳
を
表
す
荘
厳
道
具
で
あ
る
。
新
羅
か
ら
贈
ら
れ
た

大
観
頂
幡

一
具
と
小
幡
十
二
條
は
仏
菩
薩

の
名
號
を
書
い
た
幡
と
患
わ
れ
る
が
、
大
幡
と
小
幡
は
相
互

信
仰
体
系

で
儀

一64一



式
道
場
を
荘
厳
す
る
に
使

っ
た
と
思
う
が
、
こ
れ
は
仏
教
信
仰
儀
礼

の
制
度
的
様
式
の
確
立
な
し
で
は
不
可
能
だ
と
信

ず
る
か
ら
で
あ
る
。
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***発 表 を 終 え て***

韓国と日本は近 くて遠い国と言われて

いるが、両国はとなりの国の歴史 と文化

について互 いに無知である事にす ぐ気が

つ く。

今後は韓:国と日本相互理解 の為、両 国

の歴史と文化を互いに理解 して行かなけ

ればな らないと思 う。
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日文研 フォー ラム開催一覧

厨 年 月 日

、

発 表 者 ・ テ ー マ

i
62.10.12

(1987)

ア レッサ ンドロ ・バ ロータ(ピ サ大学助教授)

AlessandroVALOTA

「近代 日本 の社会移動 に関する一、二の考察」

2
62.12.11

(1987)

エ ンゲルベル ト・ヨリッセ ン(日 文研客員助教授)

EngelbertJORIﾟEN

「南蛮時代 の文書 の成立 と南蛮学 の発展 」

③
63.2.19

(1988)

リーA.ト ンプソン(大 阪大学助手)

LeeA.THOMPSON

r大相 撲の近代化 」

4
63.4.19

(1988)

フォスコ ・マライー二(日 文研客員教授)

FoscoMARAINI

「庭園 に見 る東 西文明のちがい」

O
63.6.14

(1988)

宋 彙七(慶 北大学校師範大学副教授)

SONGWhiChil

「大塩平八郎研究の問題点」

6
63.8.9

(1988)

セ ップ ・リンハ ル ト(ウ ィー ン大学 教授)

SeppEINHART

「近世後期 日本の遊 び一拳を中心 に一」

0
63.10.11

(1988)

スーザ ンJ.ネ イ ピア(テ キサス大学助教授)

SusanNAPIER

「近代 日本 小説 にお ける女 性像 一現 実 と幻想 一」

⑧

丶

63.12.13

(1988)

ジェームズC.ド ビンズ(オ ベ リン大学助 教授)

JamesC.DOBBINS

「仏教 に生 きた中世 の女性 一恵信尼 の書簡 一」

ノ



⑨

r

元.2.14

(1989)

、

厳 安生(北 京外国語学院 日本語学部助教授)

YANAnSheng

「中国人留学生の見た明治 日本」

⑩
元.4.11

(1989)

劉 敬文(遼 寧大学日本研究所副所長)

LIUJingwen

「教育投資と日本の戦後経済高度成長」

⑪
元.5.9

(1989)

スザ ンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大学助教授)

SuzanneGAY

「中世京都 にお ける土倉酒屋 一都市社会の自由とその限界一」

⑫
元.6.13

(1989)

夏 剛(京 都工芸繊維大学助教授)

HSIAGang

「インタビュー ・ノンフィクションの可 能性 一猪瀬

直樹著「日本凡人伝』を手掛 りに一」

0
元.7.11

(1989)

エル ンス ト・ロコバ ン ト(東 洋大学助教授)

ErnstLOKOWANDT

「国家神道 を考 える」

⑭
元.8.8

(1989)

キム・レーホ(ソ 連科学アカデミー ・世界文学研究所教授)

KIMRekho

「近代 日本文学研究の問題点」

⑮
元.9.12

(1989)

ハ ル トムー ト0.ロ ーターモ ン ド(フ ランス国立高等研究院

教授)

HartmutO.ROTERMUND

「江戸末期 における疱瘡神 と疱瘡絵 の諸 問題」

⑯
元.10。3

(1989)

汪 向榮(中 国中日関係史研究会常務理事 ・日文研客員

教授)

WANGXiang-rong

「弥生時期 日本に来た中国人」

元.11.14

(1989)

ジェフリー ・ブロー ドベ ント(ミ ネソタ大学助教授)

JeffreyBROADBENT

「地域 開発政策決 定過程を通 してみた日米社会 構造の比較」
ノ



⑱

r

元.12.12

(1989)

、

エ リック・セズレ(フ ランス国立科学研究所助教授)

EricSEIZELET

「日本の国際化の展望 と外国人労働者問題」

O
2.1.9

(1990)

ス ミエ ・ジ ョー ンズ(イ ンディアナ大学準教授)

SumieJONES

「レ トリックと しての江戸」

⑳
2.2.13

(1990)

カール ・ベッカー(筑 波大学哲学思想学系外国人教師)

CarlBECKER

「往生一日本の来生観 と尊厳死の倫理」

⑳
2.4.10

(1990)

グラン トK.グ ッ ドマ ン(カ ンザス大学教授 ・日文研客

員教授)

GrantK.GOODMAN

「忘れ られた兵士 一戦争 中の日本 に於 けるイ ンド留学生」

22
2.5.8

(1990)

イア ン ・ヒデオ ・リービ(ス タンフォー ド大学準教授 ・

日文研客員助教授)

IanHideoLEVY

「柿本人麿 と日本文学 における「独創性』について」

23
2.6.12

(1990)

リヴィア ・モネ(ミ ネソタ州立大学助教授)

LiviaMONNET

「村上春樹:神 話 の解体」

⑳
2.7.10

(1990)

李 国棟(北 京連合大学外国語師範学院日本語学部講師)

LIGuodong

「魯迅の悲劇 と漱石の悲劇 一文化伝統からの一考察一」

⑳
2.9.11

(1990)

馬 興国(遼 寧大学 日本研究所副所長 ・日文研客員助教授)

MAXing-guo

「正月の風俗 一中国と日本」

⑳

㌧

2.10.9

(1990)

ケネス ・クラフ ト(リハイ大学助教授)

KennethKRAFT

「現代 日本 における仏教 と社会活動」
ノ



2.11.13

(1990)

、

アハマ ドM.フ ァ トヒ(カ イロ大学講 師)

AhmedM.FATTHY

「義経文学 とエ ジプ トのべーバルス王伝説 にお ける主従関係

の比較 」

⑳
3.1.8

(1991)

カレル ・フィアラ(カ レル大学 日本学科長 ・日文研客員

助教授)

KarelFIALA

「言語学からみた『平家物語 ・巻一』の成立過程」

⑳
3.2.12

(1991)

アレクサ ン ドルA.ド ー リン(ソ 連科学 アカデ ミー東洋学

研究所上級研究員)

AleksandrA.DOLIN

「ソビエ ットの日本文学翻訳 事情 一古典か ら近代 まで一_1

30
3.3.5

(1991)

ウイーベP.カ ウテル ト(ワ ーゲニ ンゲ ン大学研究員)

WybeP.KUITERT

「バ ロック ・ヨーロッパの 日本庭 園情報
一ゲォルグ ・マイステルの旅 一」

⑳
3.4.9

(1991)

ミコワィ ・メラノヴィッチ(ワ ル シャワ大学教 授 ・日文

研客員教授)

Miko3'ajMELANOWICZ

「ポーランドにおける谷崎潤一郎文学」

32
3.5.14

(1991)

ベア トリスM .ボ ダル ト・ベイ リー(オ ース トラリア国立

大学 リサーチフェロー ・日文研客員助教授)

BeatriceM.BODART-BAILEY

「三百年前の京都 一ケ ンペルの上洛記録」

⑱
3.6.11

(1991)

サ トヤB.ワ ルマ(ジ ャワハル ラール ・ネール大学教授 ・

日文研客員教授)

Satya.B.VERMA

「イ ン ドにおける俳句」

43

丶

3.7.9

0991)

ユルゲン ・ベル ン ト(フ ンボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
・o

J�gen$ERNDT

「ドイッ統合 とベル リンにおける森鴎外記念館」
丿



⑳

!

3.9.10

0991)

、

ドナル ドM.シ ーキンス(琉 球大学助教授)

DonaldM.SEEKINS

「忘れ られたアジアの片隅 一50年 間 の日本 とビルマの関係」

⑯
3.10.8

(1991)

王 曉平(天 津師範大学助教授 ・日文研客員助教授)

WANGXiaoPing

「中国詩歌 における日本人のイメージ」

⑳
3.11.12

(1991)

辛 容泰(東 国大学校文科大学教授・日文研来訪研究員)

SHINYong-tae

「日本語の起源
一日本語・韓国語・甲骨文字との脈絡を探る一」

働
3.12.10

(1991)

洪 潤植(東 国大学校教授)

HONGYoonSik

「古代 日本佛教における韓国佛教の役割」

⑳
4.1.14

(1992)

サウィ トリ・ウィシュワナタン(デ リー大学教授 ・

日文研客員 教授)

SavitriVISHWANATHAN

「イ ン ドは日本か ら遠 い国か?一 第二 次大戦後 の

国際情勢 と日本 のイン ド観 の変遷 一」

40
4.3.10

(1992)

ジャン=ジ ャック ・:オリガス

(フ ランス国立東洋言語文化研究所教授)

Jean-JacquesORIGAS

「正 岡子 規 と明治 の随筆」

⑪
4.4.14

(1992)

リブシェ ・ボハ ーチコヴァー(プ ラハ国立博物館 日本美術

元 キュ レーター ・日文研客員教授)

LibuseBOHﾂCKOVﾂ

「チ ェコスロバキアにお ける日本 美術」

24

丶

4.5.12

(1992)

ポール ・マ ッカー シー(駿 河台大学教授)

PaulMcCARTHY

「谷崎文学 の 『読 み』と翻訳:ア メ リカにおける

最近 の傾 向」
ノ



34

〆

4.6.9

(1992)

1

G.カ メロン ・バース ト皿(ニ ューヨーク市立 大学 リーマ ン

広 島校学長 ・カ ンザス大学東 アジア研究所長)

G.CameronHURSTIII

「兵法 か ら武芸 へ一徳川時代 における武芸 の発達 一」

44
4.7.14

(1992)

杉本 良夫(オ ース トラリア ・ラ トロー ブ大学教授)

YoshioSUGIMOTO

「オース トラ リアか ら見た 日本社会」

45
4.9.8

(1992)

王 勇(杭 州大学日本文化研究センター教授 ・日文研

外国人研究員)

WANGYong

「中国における聖徳太子」

⑯
4.10.13

(1992)

李 栄 九(大 韓民国中央大学教授 ・日文研客員教授)

LEEYoungGu

「直観と芭蕉の俳句」

⑰

丶

4.11.10

(1992)

ウィリアムD.ジ ョンス トン(米国ウェスリアン大学助教授 ・

日文研客員助教授)

WilliamD.JOHNSTON

「日本疾病 史考 一 「黴毒』 の医学 的 ・文化 的概念 の形成」
丿

○は報告書既刊
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■ 日時

1991年12月10日

午後2時 ～4時

■ 場所

国際交流基金 京都支部
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