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空
海
、「
自
然
」
と
の
入
我
我
入
の
姿

　
―
「
法
身
」
観
へ
直
入
の
背
景
と
し
て
―

研
究
員　

猪
股　

清
郎

空
海
は
、
そ
の
自
然
と
の
「
入
我
我
入
」
の
姿
を
様
々
な
文
学
的

表
現
で
表
す
。
①
日
本
的
叙
情
的
な
も
の
、
②
中
国
の
陰
陽
思
想
的

な
も
の
、
③
自
然
と
人
の
「
生
」
の
無
常
観
を
詠
っ
た
も
の
、
④
山

林
修
行
者
的
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
も
の
、
そ
し
て
⑤
禅
定
の
中
で
自
然

と
一
体
と
な
っ
た
も
の
、な
ど
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
ま
ま
彼
の「
法
身
」

観
へ
直
入
す
る
背
景
と
も
な
っ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
特
に
、
④
山
林
修
行
者
的
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
に
お
い

が
濃
厚
な
「
納
涼
房
に
て
雲
雷
を
望
む
」
と
、
⑤
禅
定
の
中
で
自
然

と
一
体
と
な
っ
た
姿
が
鮮
烈
な
「
後
夜
佛
法
僧
鳥
を
聞
く
」
は
、
自

然
と
入
我
我
入
し
て
、
そ
の
ま
ま
「
法
身
」
観
、「
即
身
」
観
に
直

入
し
つ
つ
あ
る
、
あ
る
い
は
、
す
で
に
直
入
し
て
い
る
空
海
の
姿
が

あ
り
あ
り
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
納
涼
房
に
て
雲
雷
を
望
む
」（『
性
霊
集
』
巻
第
一
）
は
、
空
海
の

山
林
修
行
者
と
し
て
の
特
質
を
最
も
よ
く
表
し
て
い
る
。

雲
蒸
し
て
壑た
に

浅
き
に
似
た
り
　
雷
渡
っ
て
空
地
の
如
し

颯さ
つ

颯さ
つ

と
し
て
風
房
に
満
て
り 

祁き

　祁き

　と
し
て
雨a

か
ぜ

に
伴
う

天
光
暗
く
し
て
色
無
し
　
樓ろ
う

月げ
つ

待
て
ど
も
至
り
難
し

魑ち

魅み

媚
び
て
人
を
殺
す
　
夜
深
く
し
て
寐い

ぬ
るこ

と
能
わ
ず

こ
の
詩
の
結
び
二
句
で
、「
山
林
の
木
々
や
石
か
ら
湧
き
出
て
今

こ
の
空
間
に
満
ち
て
い
る
精
霊
た
ち
に
誘
わ
れ
、
引
き
入
れ
ら
れ
て
、

｢

人｣

と
い
う
存
在
な
ど
抹
殺
さ
れ
無
く
な
っ
て
し
ま
う
。
わ
た
し

も
今
、
こ
の
精
霊
た
ち
の
中
に
融
け
込
み
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
わ

た
し
が
融
け
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
の
夜
の
闇
は
ま
す
ま
す
深

く
、
わ
た
し
の
中
の
精
霊
た
ち
が
立
ち
騒
い
で
、
な
か
な
か
眠
る
こ

と
が
出
来
な
い
」、
と
詠
う
空
海
の
こ
こ
ろ

4

4

4

と
か
ら
だ

4

4

4

か
ら
は
、「
自

然
」
の
激
し
い
動
き
に
触
発
さ
れ
て
、
自
身
内
面
の
血
が
騒
い
で
い

4

4

4

4

4

4

る4

「
山
林
修
行
者
」
の
生
身
の
鼓
動
が
直
接
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

ま
た
、「
後
夜
佛
法
僧
鳥
を
聞
く
」（『
性
霊
集
』
巻
第
十
）
は
、
ま

さ
に
空
海
の
禅
定
の
姿
で
あ
り
、「
自
然
」
と
一
体
と
な
っ
た
入
我

我
入
、
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
空
気
観
が
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
て
く
る

詩
で
あ
る
。
夜
半
か
ら
朝
に
か
け
て
の
時
間
を｢

後
夜｣

と
い
う
。

ま
だ
明
け
や
ら
ぬ
午
前
四
時
頃
で
あ
ろ
う
か
。
ゆ
っ
く
り
と
し
た
地

球
の
自
転
が
、
太
陽
光
の
影
を
そ
の
光
の
中
に
明
け
渡
そ
う
と
す
る

直
前
、
時
間
が
、｢

夜｣

か
ら｢

朝｣

へ
移
る
微
妙
な
「
と
き
」
で

あ
る
。閑

林
に
独ひ
と
り座
す
草
堂
の
暁

三
宝
の
声
一
鳥
に
聞き
こ

ゆ

一
鳥
声
有
り
人
心
有
り

声
心
雲
水
倶
に
了
了
た
り

山
中
で
ひ
と
り
後
夜
の
勤
行
を
し
た
と
き
の
印
象
で
あ
る
。｢

佛

法
僧｣
と
鳴
く
鳥
の
声
に
触
発
さ
れ
て
一
気
に
「
自
然
」
に
直
入
し

て
ゆ
く｢

心｣
と
は
、｢

自
心｣

で
あ
り
、
す
で
に｢

自
心
の
仏｣
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で
あ
ろ
う
。「
雲
水
」
と
は
「
自
然
」
そ
の
も
の
。
そ
れ
ら
が
透
明

な
世
界
の
中
で
溶
け
あ
い
、｢

了
了｣

と
し
て
こ
の
身
に
ひ
と
つ
に

な
っ
て
い
る
。
清
清
し
い
自
然
観
で
あ
り
、こ
の
ま
ま「
即
身（
成
仏
）」

の
身
体
感
覚
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
詩
が
表
す
も

の
は
「
一
瞬
の
中
の
永
遠
」、
ま
さ
に
、｢

禅
定｣

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
背
景
と
し
て
、
空
海
は
、｢

密
教
的
自
然
観｣

と
も
い

え
る
も
の
に
入
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
外
な

る
自
然
（
し
ぜ
ん
）
に
渉
入
し
、
そ
こ
に
入
我
我
入
し
つ
つ
、
内
外

無
礙
に
拡
が
っ
た
、
内
な
る

4

4

4

｢
自
然
じ
ね
ん｣

そ
し
て
「
大
我
」
の
境

界
を
、｢

大
日
如
来
の
境
界｣

と
見
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
は
や
、

単
な
る｢

自
然
観｣

を
突
き
抜
け
た
、
空
海
密
教
の｢

思
想
そ
の
も

の｣

と
い
っ
て
も
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
自
然
（
し
ぜ
ん
） 

⇨ ｢

自
然
じ

ね
ん｣ 

⇨ 

大
日
即
身
の
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源

は
、
空
海
自
身
の
山
林
修
行
者
と
し
て
の
「
自
然
」
の
中
で
の
激
し

い
行
動
体
験
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
イ
ラ
ー
の
『
仏
教
的
沈
潜
』

　
―
宗
教
史
的
探
求
―

研
究
員　

嶋
田　

毅
寛

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
イ
ラ
ー
（Friedrich H

eiler, 1892-1965

）

は
ド
イ
ツ
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
で
学
位
を
修
得
後
に
一
九
二
二
年
か

ら
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
で
神
学
教
授
を
務
め
た
。
そ
し
て
同
大
学

退
官
後
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
員
外
教
授
。
一
九
六
七
年
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

に
て
没
。
第
一
次
大
戦
と
第
二
次
大
戦
間
を
代
表
す
る
宗
教
学
者
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

『
仏
教
的
沈
潜
―
―
宗
教
史
的
探
求
（D

ie B
uddhistishe 

V
ersenkung

）』（
一
九
一
八
）
と
は
彼
の
比
較
宗
教
学
の
著
作
で
あ

り
、『
仏
教
的
沈
潜
』
の
全
体
を
概
観
す
る
と
、「
祈
り
の
宗
教
」
で

あ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
「
沈
潜
の
宗
教
」
で
あ
る
仏
教
と
の
比
較
考
察

と
言
え
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
ハ
イ
ラ
ー
自
身
は
カ
ト

リ
ッ
ク
と
し
て
生
ま
れ
神
学
教
授
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
飽
き
足

ら
ず
そ
の
後
ル
タ
ー
派
の
影
響
を
受
け
、『
宗
教
の
現
象
形
態
と
本

質
』（
一
九
六
一
）
と
い
っ
た
著
作
で
名
を
と
ど
め
て
い
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
彼
が
必
ず
し
も
仏
教
に
対
し
批
判
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
読
し
て
み
る
と
内
容
的
に
か
な
り

仏
陀
の
伝
承
及
び
初
期
仏
教
的
見
解
が
示
さ
れ
、
特
に
仏
教
用
語
の

大
半
が
パ
ー
リ
語
引
用
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。

そ
の
反
面
大
乗
に
関
し
て
は
や
や
批
判
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
見
て
取

ら
れ
、
例
え
ば
第
十
三
章
の
「
大
乗
仏
教
に
お
け
る
い
の
り
」
に
お

い
て
彼
の
言
う
「
仏
教
は
沈
潜
の
宗
教
」
と
い
う
こ
と
に
反
し
て
大

乗
仏
教
に
〈
い
の
り
（G

ebet

）〉
の
語
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

目
を
引
く
、
そ
し
て
そ
れ
が
仏
教
的
で
は
な
い
と
ま
で
断
言
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
「
北
伝
仏
教
に
お
い
て
仏
教
的
沈
潜
は
た

い
て
い
身
勝
手
な
魔
術
の
役
目
に
お
け
る
単
な
る
伝
達
へ
」
と
落
ち

込
み
、
日
本
の
曹
洞
宗
に
関
し
て
は
、「
日
本
の
禅
仏
教
に
お
い
て

瞑
想
は
『
非
思
惟
』
へ
と
、
沈
潜
は
む
き
出
し
で
思
惟
及
び
情
感
を

欠
い
た
集
中
と
化
し
、
こ
れ
に
お
い
て
禅
僧
は
完
全
な
る
内
的
安
静

へ
と
到
達
す
る
」
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
と
、
明
ら
か
に
彼
自
身
の
言

う
〈
沈
潜
〉
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
ハ
イ
ラ
ー
が
述
べ
て
い
る
〈
沈
潜
〉
と
は
仏
教
に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、〈
三
昧
〉と〈
禅

定
〉
を
内
に
含
む
〈
沈
潜
〉、
そ
れ
は
〈
解
脱
〉
と
〈
涅
槃
〉
に
対

す
る
方
法
と
い
う
意
味
合
い
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ

れ
は
彼
が
「
沈
潜
そ
の
も
の
が
救
い
を
渇
望
し
て
い
る
人
に
解
脱
を

も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
宗
教
的
認
識
を
可
能
に
す
る
あ
の

精
神
的
状
態
を
創
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
な
お
そ
の
「
宗
教
的
認
識
」
と
は

苦
を
発
生
さ
せ
る
円
環
（
輪
廻
）
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
り
、
そ
れ

を
可
能
に
す
る
精
神
状
態
に
さ
せ
る
方
法
と
し
て
〈
沈
潜
〉
が
捉
え

ら
れ
て
い
る
。

最
後
に
ハ
イ
ラ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
〈
神
秘
主
義
的
祈
り
〉

に
相
当
す
る
も
の
が
〈
仏
教
的
沈
潜
〉
で
あ
る
と
し
て
も
、
決
し
て

相
違
点
を
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
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締
め
く
く
る
こ
と
に
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
の
差
異
が
「
人

格
神
の
有
無
」
で
あ
る
こ
と
は
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
ハ

イ
ラ
ー
が
こ
こ
で
心
理
学
的
洞
察
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
に
値

す
る
。〈
神
秘
主
義
的
祈
り
〉
の
目
指
し
て
い
る
〈
最
高
善
〉
が
感

動
さ
せ
、
熱
狂
さ
せ
る
、
祈
る
も
の
に
と
っ
て
あ
り
あ
り
と
現
前
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
沈
潜
（
瞑
想
）
す
る
も
の
に
と
っ
て
〈
最
高

善
〉
が
「
幅
広
い
遠
く
の
も
の
の
内
に
浮
動
し
て
い
る
」
た
め
「
瞑

想
す
る
ま
な
ざ
し
に
気
付
か
れ
な
い
」
と
い
う
違
い
が
見
て
取
れ
る
。

こ
こ
で
は
仏
陀
及
び
初
期
仏
教
の
「
自
力
救
済
主
義
」
に
つ
い
て
、

心
的
状
態
か
ら
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ハ
イ
ラ
ー
の
特
徴
で
あ

る
。
つ
ま
り
〈
沈
潜
〉
と
い
う
方
法
を
通
じ
て
「
精
神
集
中
と
瞑
想

が
体
系
的
に
行
わ
れ
る
」
こ
と
に
よ
り
高
き
意
識
状
態
が
発
生
し
、

そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
で
言
う
よ
う
な
〈
恩
寵
〉
で
は
な
く
、
仏
教
徒

が
自
ら
実
現
す
る
最
高
善
す
な
わ
ち
〈
涅
槃
〉
で
あ
る
と
い
う
の
だ

か
ら
、
明
ら
か
に
一
神
教
的
な
「
超
自
然
的
カ
リ
ス
マ
」
に
対
し
て

違
い
は
歴
然
で
あ
ろ
う
、
た
だ
そ
れ
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
温
か
み

や
力
を
欠
い
て
い
る
遠
く
て
崇
高
な
救
済
の
理
念
」
と
い
う
も
の
で

は
あ
る
の
だ
が
。
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読
誦
経
典
と
経
典
の
読
誦

研
究
員　

平
林　

二
郎

仏
教
に
お
け
る
経
典
の
読
誦
に
は
多
種
多
様
な
意
味
が
あ
る
。「
阿

含
経
」
に
お
い
て
経
典
が
読
誦
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
見
る
と
、
初
期

仏
教
経
典
の
読
誦
は
、
釈
尊
の
教
え
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
的
な

修
行
や
、
仏
教
を
信
仰
す
る
と
い
う
表
白
な
ど
を
意
味
し
て
い
る
。

一
方
、
大
乗
経
典
が
読
誦
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
見
る
と
、
大
乗
経
典

の
読
誦
は
、
基
礎
的
な
修
行
や
信
仰
の
表
白
な
ど
の
他
に
、
経
典
を

読
誦
す
る
行
為
自
体
に
意
味
が
あ
る
と
し
、
経
典
読
誦
の
功
徳
や
利

益
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
初
期
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
が
興
起
す
る
際
、
大
乗
仏
教

の
信
仰
者
は
な
ぜ
経
典
を
読
誦
す
る
行
為
自
体
に
意
味
を
持
た
せ
る

必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
発
表
者
は
こ
の
問
い
を
解
明
す
る
前
段
階
と

し
て
、
初
期
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
が
興
起
す
る
途
中
の
時
代
で
あ
る

部
派
仏
教
時
代
の
文
献
に
焦
点
を
当
て
、
経
典
を
読
誦
す
る
意
味
が

ど
の
よ
う
に
変
遷
し
た
の
か
を
解
明
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
本
講
座
で
は
、
部
派
仏
教
時
代
、
も
し
く
は
、
そ
れ
以
前
の

時
代
に
作
成
さ
れ
た
多
く
の
説
話
が
含
ま
れ
て
い
るD

ivyåvadåna

に
焦
点
を
当
て
、「
読
誦
（
す
る
）」
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
る
単
語
、

な
ら
び
に
、
そ
の
派
生
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
用
例
を
中
心
に
読
誦

経
典
と
経
典
を
読
誦
す
る
理
由
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
た
。

本
講
座
で
は
多
く
の
用
例
を
扱
っ
た
が
、
本
発
表
要
旨
で
は
そ
の

中
の
一
つD

ivyåvadåna

第
36
章M

åkandikåvadåna

の
用
例

を
紹
介
し
た
い
。

　

D
ivy

（C
ow

ell

） 532.9–11. M
åkandika, na kiµ

cit 
kara∫¥yam

 asti api tv etå dårikå råtrau prad¥pena 
buddhavacanaµ

 pa†hanti, atra bh∑rjena prayojanaµ
 

tailena m
asinå kalam

ayå t∑lena /

（
下
線
発
表
者
）

試
訳
：（
シ
ャ
ー
マ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
王
妃
は
答
え
た
）「
マ
ー
カ
ン

デ
ィ
カ
よ
、
何
も
用
事
は
あ
り
ま
せ
ん
、
し
か
し
な
が
ら
、
夜

に
侍
女
達
が
明
か
り
を
灯
し
て
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
を
朗
唱
し
て

い
ま
す
。
こ
こ
に
、
樺
皮
、
油
、
墨
、
筆
、
綿
が
必
要
で
す
」

Sylvain Lévi

は
既
にD

ivyåvadåna

の
第
２
章（D

ivy

（C
ow

ell

）

34.28–35.2.

）
か
ら
出
家
者
の
み
な
ら
ず
、
在
家
者
が
初
期
仏
教
経

典
を
読
誦
し
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
講
座
で
は
上
記
の
用

例
か
ら
在
家
の
女
性
た
ち
が
初
期
仏
教
経
典
を
読
誦
し
、
さ
ら
に
は

書
写
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

ま
た
、
本
発
表
で
はD

ivyåvadåna

に
お
い
て
「
読
誦
（
す
る
）」

と
い
う
単
語
、
お
よ
び
、
そ
の
派
生
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
用
例
部

分
を
見
る
限
り
、
大
乗
仏
教
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
経
典
を
読
誦
す
る

行
為
自
体
に
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
部
分
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
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『
大
日
経
』
供
養
法
に
つ
い
て

研
究
員　

蓮
舎　

経
史

『
大
日
経
』
供
養
法
（
以
下
、供
養
法
）
は
『
大
日
経
』
を
所
依
と
し
、

そ
の
内
容
か
ら
展
開
し
形
成
さ
れ
た
付
属
儀
軌
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
成
立
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
が
認
め
ら
れ

る
。
今
般
は
そ
れ
ら
の
疑
問
の
材
料
と
な
る
も
の
を
提
示
し
な
が
ら

整
理
を
進
め
て
い
き
た
い
。

漢
訳
と
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
相
違
は
、
ま
ず
漢
訳
『
供
養
法
』
を
本
経

の
一
部
と
み
な
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
本
経
か
ら

独
立
し
た
儀
軌
と
し
て
扱
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
撰
者
も
漢
訳

で
は
注
釈
書
の
記
述
に
よ
れ
ば
文
殊
師
利
伝
善
無
畏
記
と
し
、
チ
ベ

ッ
ト
訳
で
はdPal-bzang-rabs-dga'
な
る
人
物
を
撰
者
と
明
示
し

て
い
る
。

ど
ち
ら
に
し
て
も
本
経
と
『
供
養
法
』
の
制
作
に
お
い
て
は
隔
た

り
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
制
作
過
程
は

本
経
か
ら
『
供
養
法
』
と
単
純
に
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
ず
本
経
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
そ
の
章
品
の
記
述
順
に
お
け
る
漢
訳
と

の
異
動
が
見
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
お
け
る
、
よ
り
整

理
さ
れ
た
体
裁
が
認
め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
漢
訳
に
存
在
し
な
い
続
タ
ン
ト
ラ
と
見
な
さ
れ
る
も
の
が

記
載
さ
れ
、
こ
れ
は
護
摩
や
マ
ン
ダ
ラ
作
壇
の
修
法
を
具
体
的
に
示

し
た
儀
軌
の
よ
う
な
体
裁
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
ま
ず
漢
訳
と
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
原
本
に
は
時
間
的
差
異

が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
漢
訳
に
お
い
て
『
供
養
法
』
の
訳
出
に
は
善
無
畏
が
請
来
し

た
原
本
が
使
用
さ
れ
た
と
さ
れ
本
経
の
部
分
は
善
無
畏
に
先
駆
け
て

無
行
に
よ
り
請
来
さ
れ
た
も
の
が
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
先
の
チ
ベ
ッ
ト
続
タ
ン
ト
ラ
に
は
『
供
養
法
』
の
両

訳
に
共
に
登
場
す
る
九
つ
の
方
便
門
、
い
わ
ゆ
る
「
九
方
便
」
の
祖

形
と
思
わ
れ
る
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
部
分
が
存
在
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
加
味
す
る
と
本
経
と
『
供
養
法
』
と
の
成
立
過

程
は
唐
土
請
来
本
と
チ
ベ
ッ
ト
請
来
本
の
間
を
行
き
来
す
る
よ
う
な

複
雑
な
離
合
を
想
定
可
能
と
な
っ
て
く
る
。

こ
こ
か
ら
は
『
供
養
法
』
と
の
関
連
が
問
わ
れ
る
他
経
軌
を
示
し

て
い
く
。

ま
ず
文
中
に
も
そ
の
名
を
明
記
さ
れ
る
『
金
剛
頂
経
』
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
を
、
あ
る
特
定
の
金
剛
頂
経
系
経
軌
に
も
と
め
る
こ

と
は
難
し
く
、
お
そ
ら
く
金
剛
頂
経
系
の
一
般
的
な
行
法
を
示
す
も

の
と
思
わ
れ
る
。

真
言
の
い
く
つ
か
は
本
経
に
確
認
出
来
ず
、
こ
れ
ら
を
既
存
の
も

の
か
『
大
日
経
』
よ
り
新
し
い
も
の
か
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
執
金
剛
阿
利
沙
偈
」
と
い
う
讃
頌
も
ま
た
本
経
に
は
見
ら
れ
ず
、

金
剛
頂
経
系
を
含
む
い
く
つ
か
の
経
軌
に
確
認
出
来
る
。

ま
た
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
の
み
存
在
す
る
『
毘
盧
遮
那
成
就
法
』（
以
下
、

成
就
法
）
は
『
供
養
法
』
を
ま
と
め
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ

こ
で
説
か
れ
る
修
法
の
全
体
的
な
流
れ
は
『
供
養
法
』
と
お
よ
そ
一

致
す
る
が
、
細
部
に
お
い
て
違
い
が
見
出
さ
れ
る
。
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『
供
養
法
』
で
は
主
尊
の
請
来
や
観
法
瑜
伽
等
の
説
明
に
続
き
他

の
諸
尊
の
説
明
が
さ
れ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
行
者
の
目
的
に
応
じ
た

尊
格
を
入
れ
替
え
て
修
法
を
行
う
と
す
る
各
論
と
も
い
え
る
記
述
と

考
え
ら
れ
る
が
『
成
就
法
』
で
は
こ
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
全
体
的
に
事
物
に
対
し
て
の
記
述
が
『
供
養
法
』
で
よ
り
詳

細
で
あ
り
、
部
所
に
よ
っ
て
は
注
釈
の
如
き
説
明
が
記
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
を
『
供
養
法
』
を
ま
と
め
た
結
果
と
判
断
す
る
た
め
に
は

さ
ら
に
慎
重
な
検
証
を
必
要
と
す
る
が
、
現
時
点
で
筆
者
と
し
て
は

『
成
就
法
』
が
増
広
さ
れ
た
印
象
を
抱
い
て
い
る
。

さ
ら
に
付
け
足
す
と
、
漢
訳
で
は
胎
蔵
法
四
部
儀
軌
と
い
わ
れ
る

四
つ
の
儀
軌
や
『
要
略
念
誦
経
』
な
ど
い
く
つ
か
の
類
本
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
供
養
法
』
を
取
り
巻
く
環
境
は
非
常
に
複
雑
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
暴
論
で
は
あ
る
が
問
題
を
難
し
く
す
る
の
は
漢
訳

に
お
け
る
本
経
に
取
り
込
ま
れ
た
ま
ま
の
『
供
養
法
』
と
い
う
扱
い

に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
『
供
養
法
』
の
成
立
過
程
を
検
証

し
て
い
く
に
あ
た
り
、
最
も
注
意
す
べ
き
点
と
考
え
ら
れ
る
。
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真
言
事
相
に
お
け
る
伝
明
恵
口
決
に
つ
い
て

　
―
特
に
霊
供
作
法
と
明
恵
説
話
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
―

研
究
員　

小
宮　

俊
海

現
在
、
京
都
府
右
京
区
に
位
置
す
る
栂
尾
山
高
山
寺
を
中
興
開
山

し
た
と
さ
れ
る
明
恵
房
高
弁
（
一
一
七
三
～
一
二
三
二
）
は
鎌
倉
初

期
を
代
表
す
る
学
僧
で
あ
り
、
主
に
華
厳
教
学
を
学
び
、
真
言
密
教

を
修
行
の
実
践
に
用
い
た
と
さ
れ
る
。
本
発
表
で
は
、
明
恵
と
真
言

密
教
と
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
一
端
と
し
て
、
真
言
密
教
事
相
に
お

け
る
明
恵
相
伝
の
口
決
を
取
り
上
げ
た
。
特
に
は
霊
供
作
法
に
つ
い

て
考
え
、
そ
れ
ら
を
発
端
に
明
恵
と
供
養
物
と
し
て
の
食
物
、
特
に

米
や
飯
と
い
っ
た
も
の
と
の
関
わ
り
か
ら
、
そ
れ
ら
の
持
つ
意
味
に

つ
い
て
考
え
た
。

明
恵
と
真
言
密
教
事
相
と
の
関
わ
り
を
考
え
た
場
合
、
い
く
つ
か

の
明
恵
相
伝
の
口
決
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
各
真
言

事
相
法
流
聖
教
や
各
寺
院
所
蔵
典
籍
聖
教
と
い
う
形
で
膨
大
な
資
料

群
が
存
在
し
て
い
る
。
本
発
表
で
は
、
明
恵
相
伝
と
し
て
の
成
立
を

考
察
す
る
前
段
階
と
し
て
、
特
に
霊
供
作
法
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内

容
に
つ
い
て
明
恵
が
い
か
に
関
わ
る
の
か
を
確
認
し
、
明
恵
相
伝
と

さ
れ
る
蓋
然
性
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
。

そ
こ
で
、
智
山
相
伝
の
事
例
を
も
と
に
『
十
結
』
所
収
の
霊
供
作

法
を
検
討
し
た
。
そ
こ
か
ら
み
え
て
き
た
も
の
は
、
一
口
に
霊
供
作

法
と
い
っ
て
も
一
法
流
に
相
伝
さ
れ
る
も
の
だ
け
を
み
て
も
数
種
類

の
系
統
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
う
ち
明

恵
が
介
在
し
な
い
も
の
も
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
し
て
、
明
恵

相
伝
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
も
濃
淡
が
あ
り
、
そ
の
関
連

性
を
結
論
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

本
発
表
で
は
明
恵
相
伝
の
霊
供
作
法
に
つ
い
て
は
資
料
の
制
約

上
、
そ
の
成
立
を
解
明
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
霊
供

作
法
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
明
恵
相
伝
と
さ
れ
る
内
容
が
明
恵
の
著

作
や
伝
記
、
聞
書
等
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
っ
た
問
題

に
つ
い
て
考
究
を
図
っ
た
。
す
る
と
、な
か
で
も
『
夢
記
』
と
『
伝
記
』

と
い
っ
た
資
料
か
ら
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
説
話
や
記
述
に
明
恵
と
食

物
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
ら
の
内
容
か
ら
明
恵
自
身
の
生
涯
に
お
け
る
食
物
に
対
す
る
態

度
を
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
施
餓
鬼
の
思
想

と
も
連
関
し
、
自
身
の
食
事
は
清
貧
を
貫
く
も
一
切
衆
生
に
対
す
る

供
養
物
と
し
て
食
物
を
位
置
づ
け
、
自
身
の
修
行
実
践
に
還
元
さ
れ

て
い
る
過
程
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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『
中
論
』
注
釈
書
の
比
較
研
究

研
究
員　

安
井　

光
洋

本
発
表
は
二
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
前
半
はN

ågårjuna

の
主
著M

∑lam
adhyam

akakårikå

（M
M

K

）
の
数
あ
る
注
釈

書
群
の
中
か
ら
、
最
古
層
の
も
の
と
さ
れ
て
い
るA

kutobhayå

（A
B
h

）
と
青
目
釈
『
中
論
』（
青
目
註
）
を
挙
げ
、
両
者
の
比
較
を

行
っ
た
。
具
体
的
に
は
、A

B
h

の
注
釈
がB

uddhapålita

（B
P

）、

Prajñåprad¥pa

（PP

）、Prasannapadå

（PSP

）
と
い
っ
た
後

代
のM

M
K

注
釈
書
に
お
い
て
も
広
く
引
用
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
青
目
註
の
み
が
異
な
っ
た
解
釈
を
示
し
て
い
る
と
い
う
例
を
挙

げ
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。

続
い
て
後
半
で
は
青
目
註
の
記
述
がPP
の
漢
訳
で
あ
る
『
般
若

灯
論
釈
論
』（
灯
論
）
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
挙
げ
、
青
目

註
が
後
代
の
漢
訳M

M
K

注
釈
書
へ
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
検
討
し

た
。ま

ず
前
半
に
つ
い
て
、A

B
h

は
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
み
が
現
存
し
て

お
り
、
青
目
註
は
鳩
摩
羅
什
に
よ
る
漢
訳
の
み
が
存
在
す
る
。
そ
し

て
、
こ
の
両
注
釈
書
は
そ
の
内
容
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ

る
。
さ
ら
に
青
目
註
に
つ
い
て
は
羅
什
の
弟
子
僧
叡
に
よ
る
同
書
の

序
文
に
、
羅
什
が
青
目
註
を
漢
訳
す
る
際
、
そ
の
内
容
に
加
筆
・
修

正
を
施
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
漢
訳
以
前
の
青
目
註

は
現
行
の
漢
訳
テ
キ
ス
ト
と
内
容
が
大
幅
に
異
な
っ
て
い
た
可
能
性

も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
今
回
挙
げ
た
例
に
お
い
て
はB

P

、PP

、PSP

に
共
通

し
てA
B
h

か
ら
の
引
用
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
て
青
目
註
だ
け

が
異
な
っ
た
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
イ
ン
ド
中
観

派
に
お
い
てA

B
h

の
解
釈
が
伝
統
的
解
釈
と
し
て
受
け
継
が
れ
て

い
た
一
方
、
漢
語
圏
で
は
そ
れ
と
異
な
っ
た
解
釈
が
成
立
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

よ
っ
て
前
半
で
はA

B
h

がB
P

、PP

、PSP

に
共
通
し
て
引
用

さ
れ
、
青
目
註
の
み
相
違
し
て
い
る
例
を
挙
げ
、
中
観
派
に
お
け
る

A
B
h

の
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
と
同
時
に
、A

B
h

と
の
類
似
が
指

摘
さ
れ
る
青
目
註
の
独
自
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

続
い
て
後
半
で
は
青
目
註
と
、PP

の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
（PP T

ib.

）

お
よ
び
、
そ
の
漢
訳
で
あ
る
灯
論
の
比
較
を
行
っ
た
。PP T

ib.

と

灯
論
の
間
に
は
同
テ
キ
ス
ト
の
異
訳
で
あ
り
な
が
ら
、
相
違
す
る
箇

所
が
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
の
相
違
に
つ
い
て
「
両
者
の
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
原
典
が
異
な
っ
て
い
た
」
と
す
る
研
究
が
近
年
発
表
さ
れ
た
が
、

実
際
に
両
訳
の
相
違
点
を
精
査
し
た
と
こ
ろ
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
一

致
し
な
い
灯
論
の
記
述
の
中
で
、
先
行
す
る
漢
訳M

M
K

注
釈
書
で

あ
る
青
目
註
と
一
致
す
る
と
い
う
例
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
灯
論
と
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
相
違
点
に
つ
い
て
論
じ
る
に
は
、
上
述

の
よ
う
な
原
点
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
相
違
と
い
う
可
能
性
の
他
に
、
漢
訳

時
の
青
目
註
か
ら
の
流
入
と
い
う
可
能
性
も
想
定
す
る
必
要
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
後
半
で
は
そ
れ
に
該
当
す
る
例
をPP T

ib.

、
灯
論
、
青

目
註
の
三
種
の
テ
キ
ス
ト
の
中
か
ら
挙
げ
、
比
較
を
行
う
こ
と
で
、
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灯
論
に
つ
い
て
先
行
研
究
の
仮
説
と
は
異
っ
た
観
点
か
ら
考
察
を
試

み
た
。
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頼
瑜
の
諸
宗
理
解
に
つ
い
て
―
三
論
・
禅
・
天
台
―

研
究
員　

中
村　

賢
識

頼
瑜
（
一
二
二
六
～
一
三
〇
四
）
は
、
新
義
教
学
の
祖
と
仰
が
れ

る
鎌
倉
期
の
真
言
僧
で
あ
る
。
新
義
と
は
、
高
野
の
教
相
を
学
ぶ
古

義
に
対
し
て
根
来
の
教
相
を
学
ぶ
も
の
を
い
う
。
両
者
は
、『
大
日

経
』
に
説
く
教
主
義
に
違
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
空
海
（
七
七
四

～
八
三
五
）
が
説
い
た
「
法
身
説
法
」
に
つ
い
て
、
古
義
で
は
本
地

法
身
で
あ
る
大
日
如
来
が
説
法
す
る
と
説
く
が
、
新
義
で
は
自
性
身

上
の
加
持
身
が
説
法
す
る
こ
と
を
新
た
に
提
唱
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
自
性
身
上
で
は
な
い
加
持
身
説
法
は
頼
瑜
以
前

も
説
か
れ
て
お
り
、
特
に
他
受
用
身
以
下
で
あ
る
随
他
意
の
加
持
身

が
説
法
す
る
こ
と
は
台
密
に
お
い
て
説
か
れ
て
き
た
。
ま
た
頼
瑜
の

特
徴
と
し
て
、
空
海
の
十
住
心
を
踏
ま
え
て
新
興
の
禅
宗
を
三
論
と

天
台
の
間
に
位
置
付
け
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
、
台
密
や
禅
宗
を
視
野
に
入
れ

た
総
合
的
な
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
講
座
で
は
、
真
言
教

学
の
み
な
ら
ず
三
論
・
禅
宗
・
天
台
の
教
義
も
踏
ま
え
て
頼
瑜
の
諸

宗
理
解
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。

ま
ず
三
論
は
、『
十
住
心
論
衆
毛
鈔
』
を
み
る
に
、
二
諦
に
関
す

る
条
目
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
頼
瑜
以
前
の
教
判

論
で
あ
る
実
範
（
～
一
一
四
四
）
の
『
大
経
要
義
鈔
』
や
重
誉
（
～

一
一
三
九
～
一
一
四
三
）
の
『
十
住
心
論
鈔
』
で
四
重
二
諦
に
関
す

る
記
述
が
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
こ
と
よ
り
も
、
頼
瑜
は
三
論
教
義

の
中
で
も
二
諦
、
と
り
わ
け
四
重
二
諦
の
解
釈
方
法
に
重
点
を
お
い

て
理
解
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
禅
宗
は
、『
顕
密
問
答
鈔
』
を
み
る
に
、
頼
瑜
は
有
相
無
相

の
四
重
秘
釈
を
用
い
て
第
四
重
の
無
相
無
相
を
説
き
、
初
重
の
顕
教

を
説
く
無
相
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
禅
宗
は
天
台
の

教
義
で
あ
る
善
悪
是
悪
に
及
ば
な
い
こ
と
よ
り
、
三
乗
教
の
極
理
と

し
て
真
言
宗
と
異
な
る
こ
と
を
述
べ
た
。

次
に
天
台
は
、証
真（
～
一
一
八
八
～
）の『
天
台
真
言
二
宗
同
異
章
』

を
み
る
に
、
機
根
の
違
い
に
よ
っ
て
利
根
の
行
と
し
て
の
無
相
法
を

説
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
有
相
無
相
の
問
題
は
、
天
台
の
影
響
を

受
け
た
か
の
よ
う
に
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
禅
宗
も
同
じ
よ
う
に
無

相
を
説
き
、
円
爾
弁
円
（
一
二
〇
二
～
一
二
八
〇
）
は
加
持
身
に
よ

っ
て
『
瑜
祇
経
』
が
説
か
れ
た
と
講
義
し
た
。
そ
こ
で
頼
瑜
も
同
じ

よ
う
に
無
相
を
説
い
た
が
、
あ
く
ま
で
真
言
宗
と
禅
宗
は
異
な
る
こ

と
を
主
張
し
た
。

最
後
に
、
真
言
と
天
台
に
つ
い
て
、『
顕
密
問
答
鈔
』
や
『
即
身

義
愚
草
』
を
み
る
に
、
知
礼
（
九
六
〇
～
一
〇
二
八
）
の
『
十
不
二

門
指
要
鈔
』
を
用
い
て
性
具
と
約
す
天
台
の
「
摂
相
帰
性
」
は
、
真

言
宗
の「
性
相
歴
然
」と
異
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
ま
た
頼
瑜
は
、

空
海
の
十
住
心
思
想
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
天
台
宗
と
同
じ
よ
う
に
迷

情
の
所
執
で
あ
る
遍
計
所
執
、
す
な
わ
ち
三
毒
（
貪
瞋
癡
）
の
「
捨
」

を
説
き
、
達
磨
宗
の
「
本
無
煩
悩
元
是
菩
提
」
が
天
台
に
及
ば
な
い

こ
と
を
説
い
た
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
頼
瑜
は
無
相
の
優
位
性
を
説
き
、
ま
た
遍
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計
所
執
の
捨
を
説
い
た
が
、
こ
れ
は
天
台
宗
と
同
じ
立
場
で
あ
り
、

無
相
を
重
視
し
た
と
い
う
点
で
禅
宗
と
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

一
方
の
禅
宗
で
は
、
円
爾
弁
円
が
密
教
に
対
す
る
優
位
性
を
説
き
、

真
言
宗
も
道
範
や
頼
瑜
在
世
時
に
著
さ
れ
た
『
菩
提
心
論
開
見
鈔
』

（
著
者
不
詳
）
で
禅
宗
教
義
と
の
一
致
を
説
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
真
言
宗
で
古
来
か
ら
説
く
有
相
の
立
場
を
示
せ
ば

両
者
の
浅
深
を
明
ら
か
に
出
来
る
だ
ろ
う
が
、
頼
瑜
は
無
相
を
重
視

し
て
加
持
身
説
法
を
説
い
た
の
で
、
無
相
を
重
視
す
る
禅
宗
と
の
違

い
を
明
確
化
す
る
た
め
、
十
住
心
に
お
い
て
三
乗
教
の
極
理
と
し
て

天
台
宗
の
下
に
禅
宗
を
位
置
付
け
る
必
要
が
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

ま
た
、
頼
瑜
と
同
時
代
の
文
観
房
弘
真
（
一
二
七
八
～
一
三
五
七
）

は
、『
瑜
伽
伝
心
鈔
』
で
円
爾
弁
円
や
癡
兀
大
慧
を
「
真
言
と
禅
の

以
心
伝
心
に
関
す
る
思
想
を
混
同
す
る
学
者
」
と
し
て
批
判
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
天
台
や
禅
宗
と
同
じ
よ
う
に
無
相
の
優
位
性
を
頼
瑜

が
述
べ
た
背
景
に
禅
宗
の
台
頭
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
頼
瑜
は
、
天
台
宗
の
下
に
禅
宗
を
位
置
付
け
る
こ
と
で
、

禅
宗
の
無
相
が
三
論
宗
で
説
く
無
相
に
等
し
い
こ
と
を
明
か
し
、
真

言
や
天
台
で
説
か
れ
る
無
相
と
は
一
線
を
画
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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C
andrak¥rti

の
仏
陀
観
に
つ
い
て研

究
員　

松
本　

恒
爾

N
ågårjuna

の
『
根
本
中
論
頌
』
で
は
、
仏
陀
は
あ
ら
ゆ
る
認
識

（upalam
bha

）
と
あ
ら
ゆ
る
言
語
的
世
界
拡
張
（prapañca

）
が
静

ま
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
一
方
（C

f.

『
根
本
中
論
頌
』
第
二
十
五

章
二
十
五
偈
）、
対
象
を
認
識
し
、
言
語
を
駆
使
し
て
衆
生
利
益
の

た
め
の
説
法
（dharm

adeßanå

）
を
行
う
と
さ
れ
る
（C

f.

『
根
本
中

論
頌
』
第
二
十
四
章
八
偈
）。
こ
のN

ågårjuna

が
説
く
仏
陀
に
は
、

言
語
性
（
世
俗
）
と
非
言
語
性
（
勝
義
）
と
い
う
明
ら
か
に
矛
盾
す

る
性
質
が
共
存
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
陀
に
お
け
る
矛
盾
を
、

N
ågårjuna

以
降
の
大
乗
仏
教
徒
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

そ
の
代
表
的
な
解
釈
と
し
て
は
、
瑜
伽
行
派
（Y

ogåcåra

）
に
よ

る
も
の
を
ま
ず
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を
簡
略
に
述
べ
る
な

ら
ば
、
仏
陀
の
非
言
語
的
認
識
（
無
分
別
智
／avikalpajñåna
）
が

言
語
的
認
識
（
後
得
清
浄
世
間
智
／p˚≈†halabdaµ

 vißuddhaµ
 

laukikaµ
 jñånaµ

）
と
し
て
再
び
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
法
を

は
じ
め
と
す
る
衆
生
利
益
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
解
釈
で
あ
る
（C

f.

『
大
乗
荘
厳
経
論
』
第
十
四
章
四
十
三
偈
）。

と
こ
ろ
が
、中
観
派
（M

ådhyam
ika

）
の
論
師C

andrak¥tri

（
六

～
七
世
紀
）
は
、
仏
陀
の
非
言
語
的
認
識
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
仏

陀
に
存
在
と
い
う
極
端
（anta

）
を
認
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と

批
判
し
て
お
り
、
瑜
伽
行
派
と
は
全
く
異
な
る
解
釈
を
用
意
し
て
い

る
。
で
は
、
彼
の
解
釈
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
な
ら
ば
、
そ

れ
は
仏
陀
の
説
法
と
は
非
物
質
的
で
認
識
も
存
在
し
な
い
さ
と
り
そ

の
も
の
で
あ
る
法
身
の
超
自
然
的
な
力
（*prabhåva, *adhi≈†håna 

etc.

）
が
形
あ
る
も
の
（
色
／r∑pa

＝
受
用
身
、
変
化
身
、
石
、
木 
et （

１
）

c.

）
に
作
用
す
る
こ
と
で
発
せ
ら
れ
た
音
声
（*ßabda

）
に
他
な

ら
な
い
か
ら
、
仏
陀
は
説
法
の
間
で
も
絶
対
の
寂
静
に
沈
潜
し
て
い

る
と
す
る
解
釈
で
あ
る
（C

f.

『
入
中
論
』
第
十
二
章
五
偈
）。
ち
な
み

に
、
法
身
の
超
自
然
的
な
力
が
何
か
し
ら
に
作
用
し
、
音
声
を
発
す

る
も
の
と
は
無
関
係
に
行
わ
れ
る
説
法
は
、
す
で
に
『
八
千
頌
般
若

経
』
な
ど
の
初
期
の
大
乗
仏
典
か
ら
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
にC

andrak¥rti

の
仏
陀
観
は
、
大
乗
仏
典
成
立
当
初

か
ら
頻
繁
に
説
か
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
道
理
（yukti

）
を
重
視

す
る
論
書
に
お
い
て
、
等
閑
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
仏
陀
の
超
自
然

的
な
力
に
言
及
し
、
そ
れ
に
確
固
た
る
地
位
や
役
割
を
与
え
て
い
る

点
で
注
目
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
１
）
空
間
（
虚
空
／åkåßa

）
か
ら
も
音
声
が
発
せ
ら
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
の
で
、
厳
密
に
い
う
な
ら
色
だ
け
で
は
な
い
。
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金
剛
乗
根
本
堕
罪
に
つ
い
て

研
究
員　

横
山　

裕
明

本
講
座
で
は
イ
ン
ド
後
期
密
教
全
体
に
共
通
す
る
罪
と
さ
れ
る
金

剛
乗
根
本
堕
罪
（
以
下
、
根
本
堕
罪
）
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ま
で
の

研
究
活
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
お
よ
び
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ

た
。
そ
も
そ
も
の
問
題
と
し
て
、
イ
ン
ド
密
教
に
お
い
て
実
際
に
ど

の
よ
う
な
戒
律
が
保
た
れ
て
い
た
の
か
は
現
在
の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど

分
か
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
密
教
が
部
外
秘
を
旨
と
し
、
口
伝
に

重
き
を
置
い
た
た
め
に
戒
律
が
明
文
化
さ
れ
な
か
っ
た
等
の
原
因
が

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
「
阿
闍
梨
を
敬
わ
な
い
罪
」
や
「
女
性
を

軽
蔑
す
る
罪
」
と
い
っ
た
戒
律
に
通
じ
る
内
容
が
多
く
含
ま
れ
て
い

る
根
本
堕
罪
は
、
密
教
の
戒
律
を
解
明
す
る
足
掛
か
り
と
な
り
得
る

貴
重
な
資
料
と
い
え
る
。

講
座
の
前
半
で
は
、
根
本
堕
罪
の
概
要
お
よ
び
該
当
す
る
文
章
を

説
く
文
献
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
り
根
本
堕
罪

に
該
当
す
る
文
章
は
十
四
の
文
献
の
中
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
内
の
一
つ
で
あ
る
『
ラ
ト
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
』（T

oh. 1826
）
で

は
文
中
に
若
干
異
な
る
形
の
根
本
堕
罪
が
二
箇
所
で
説
か
れ
て
い
る

た
め
計
十
五
の
該
当
す
る
文
章
が
確
認
で
き
て
い
る
。
な
お
、
先
行

研
究
に
お
い
て
根
本
堕
罪
は
タ
ン
ト
ラ
に
は
説
か
れ
て
い
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に
は
三
つ
の
タ
ン
ト
ラ
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
十
四
の
文
献
の
著
者
名
お
よ
び
そ
の
活
躍
年
代
、
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
写
本
と
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
有
無
、
さ
ら
に
は
根
本
堕
罪
が
ど

の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ

た
。
例
え
ば
根
本
堕
罪
に
該
当
す
る
文
章
は
『
カ
ー
ラ
チ
ャ
ク
ラ
』

（T
oh. 362

）
で
は
灌
頂
品
に
お
い
て
説
か
れ
て
お
り
、『
ヴ
ァ
ジ
ュ

ラ
パ
ン
ジ
ャ
ラ
』（T

oh. 419

）
で
は
灌
頂
の
直
後
に
説
か
れ
る
金
剛

禁
戒
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
根
本
堕
罪
は

師
か
ら
灌
頂
を
終
え
た
弟
子
へ
授
与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
著
者
た
ち
の
活
躍
年
代
か
ら
現
行
の
形

に
な
っ
た
の
は
十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
初
頭
頃
で
あ
っ
た
と
推

測
で
き
る
が
、
根
本
堕
罪
の
部
分
的
な
記
述
は
『
金
剛
頂
経
』
の
中

に
も
見
出
せ
る
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
た
。
今
後
、
根
本
堕
罪
の
部

分
的
な
記
述
が
ど
こ
ま
で
遡
っ
て
確
認
で
き
る
の
か
を
調
査
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
な
お
根
本
堕
罪
は
文
献
に
よ
っ
て
言
い
回
し
が
大

幅
に
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
各
文
献
を
比
較
し
た
結
果
と
し
て
共
通

性
の
高
い
各
堕
罪
の
概
要
と
説
示
順
序
を
一
覧
表
に
し
て
示
す
こ
と

で
聴
講
者
の
理
解
を
図
っ
た
。

講
座
の
後
半
で
は
、
ま
ず
第
一
根
本
堕
罪
「
阿
闍
梨
を
敬
わ
な
い

罪
」
を
例
に
取
り
上
げ
、
各
文
献
の
第
一
根
本
堕
罪
に
対
応
す
る
箇

所
の
校
訂
テ
ク
ス
ト
と
試
訳
を
順
に
説
明
し
て
い
っ
た
。
こ
の
作
業

は
、
各
堕
罪
の
内
容
に
関
す
る
言
い
回
し
が
文
献
ご
と
に
大
幅
に
異

な
る
と
こ
と
を
実
際
に
示
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、

第
一
根
本
堕
罪
は
「
阿
闍
梨åcårya-

」
と
い
う
語
を
用
い
る
文
献

と
「
師guru-

」
と
い
う
語
を
用
い
る
文
献
に
大
別
で
き
る
。
な
お

『
カ
ー
ラ
チ
ャ
ク
ラ
』
だ
け
は
他
と
内
容
が
異
な
っ
て
お
り
、
註
釈

書
『
ヴ
ィ
マ
ラ
プ
ラ
バ
ー
』
の
解
釈
も
参
考
ま
で
に
取
り
上
げ
た
。



公開講座要旨

— 321 —

そ
し
て
第
二
堕
罪
以
降
も
共
通
性
の
高
い
語
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て

抽
出
し
、
文
献
を
区
分
し
て
い
っ
た
結
果
を
一
覧
表
に
し
て
示
し
た
。

こ
の
表
か
ら
は
、
同
じ
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
別
の
文
献
、
さ
ら

に
は
同
一
文
献
の
中
で
も
使
用
さ
れ
る
語
が
異
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス

が
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
堕
罪
の
説
示
さ
れ
る
順
序
は
、

密
教
に
お
い
て
重
要
な
内
容
の
も
の
か
ら
順
に
説
示
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
一
部
の
文
献
で
は
説
示
さ
れ
る
順
序
の
相
違

や
項
目
の
脱
落
が
見
ら
れ
た
。

以
上
に
よ
り
、
各
堕
罪
の
説
示
さ
れ
る
順
序
や
表
現
の
相
違
は
、

伝
承
や
韻
律
だ
け
が
原
因
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、

根
本
堕
罪
は
当
時
か
ら
そ
れ
ほ
ど
表
現
な
ど
に
固
執
せ
ず
、
各
人
が

割
と
自
由
に
説
示
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
が
本
講
座
で

の
結
論
で
あ
る
。
今
後
、
研
究
を
重
ね
て
真
相
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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仏
教
学
に
お
け
る
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ラ
モ
ッ
ト
の
功
績

研
究
員　

西
野　

翠

は
じ
め
に

ベ
ル
ギ
ー
が
生
ん
だ
仏
教
学
者
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ラ
モ
ッ
ト
は

二
〇
世
紀
最
大
の
仏
教
学
者
の
一
人
で
あ
る
。『
維
摩
経
』
研
究
の

道
す
が
ら
ラ
モ
ッ
ト
の
「
註
釈
的
仏
訳
維
摩
経
」
に
出
会
っ
た
筆
者

は
、
ラ
モ
ッ
ト
の
案
内
で
『
維
摩
経
』
を
、
ま
た
仏
教
を
学
ん
で
き

た
。
ラ
モ
ッ
ト
の
註
釈
は
非
常
に
詳
細
か
つ
綿
密
で
、
そ
の
研
究
領

域
の
広
さ
に
は
驚
歎
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
筆
者
は
か
つ
て
「『
維

摩
経
』
研
究
に
お
け
るÉ

・
ラ
モ
ッ
ト
の
遺
産
」（
二
〇
一
四
）
と
い

う
タ
イ
ト
ル
で
ラ
モ
ッ
ト
の
研
究
業
績
の
一
端
に
触
れ
た
が
、
本
発

表
で
は
彼
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
クLe Traité de la G

rande V
ertu de 

Sagesse de N
ågårjuna

（
大
智
度
論
の
註
釈
的
翻
訳
）
に
視
点
を

移
し
（
本
稿
で
は
紙
数
の
関
係
で
『
大
智
度
論
』
に
関
し
て
は
触
れ
ら

れ
な
い
）、
改
め
て
ラ
モ
ッ
ト
の
仏
教
学
に
お
け
る
功
績
を
検
証
し
て

み
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
随
一
の
仏
教
学
者

「
フ
ラ
ン
ス
東
洋
学
」
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
「
面
目
を
一
新
し

非
常
な
進
展
を
見
た
」
と
、
中
国
学
者
ポ
ー
ル
・
ド
ミ
ェ
ヴ
ィ
ル
は

記
し
て
い
る
。
そ
の
牽
引
役
を
つ
と
め
た
の
は
、
中
国
学
を
専
門
と

す
る
エ
ド
ワ
ー
ル
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
、
仏
教
学
の
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ

ヴ
ィ
と
ル
イ
・
ド
・
ラ
・
ヴ
ァ
レ
・
プ
ー
サ
ン
で
あ
る
。
そ
し
て
、

彼
ら
の
選
り
す
ぐ
り
の
弟
子
た
ち
、
ポ
ー
ル
・
ペ
リ
オ
、
ア
ン
リ
・

マ
ス
ペ
ロ
、
マ
ル
セ
ル
・
グ
ラ
ネ
な
ど
が
先
人
の
成
果
を
継
承
し
、

フ
ラ
ン
ス
仏
教
学
に
一
段
の
発
展
を
も
た
ら
し
た
。
ラ
モ
ッ
ト
が
登

場
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
仏
教
学
の
「
黄
金
期
」
で
あ
っ

た
が
、
彼
は
そ
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
二
〇
世
紀
半
ば
に
は
、「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
仏
教
学
に
関
す
る
最
も
優
れ
た
専
門
家
」
と
高
く
評
価

さ
れ
る
存
在
と
な
っ
た
。

ラ
モ
ッ
ト
の
業
績
─
学
界
無
比
の
注
釈
的
労
作

稀
代
の
仏
教
学
者
で
あ
り
、
個
人
的
な
師
匠
で
も
あ
っ
た
プ
ー
サ

ン
の
研
究
法
に
従
っ
て
、
ラ
モ
ッ
ト
は
蔵
訳
『
維
摩
経
』、
漢
訳
『
首

楞
厳
三
昧
経
』、
そ
し
て
『
大
智
度
論
』
を
含
む
仏
教
文
献
の
校
訂
・

翻
訳
・
註
釈
と
い
う
一
連
の
著
作
を
出
版
し
た
（
詳
細
は
割
愛
：
こ
れ
ら

三
作
品
は
サ
ラ
・
ボ
イ
ン‒

ウ
ェ
ッ
ブ
女
史
に
よ
り
英
訳
さ
れ
て
い
る
）。
し
か
し
、

ラ
モ
ッ
ト
の
国
際
的
名
声
を
一
段
と
高
め
た
の
は
、
イ
ン
ド
仏
教
に

関
す
る
力
作H

istoire du bouddhism
e indien

（
サ
ラ
に
よ
る
英
訳 

H
istory of Indian B

uddhism

）
で
あ
る
。
思
想
哲
学
・
仏
教
美
術
・
民

俗
学
な
ど
多
分
野
に
わ
た
る
事
象
を
取
り
上
げ
た
こ
の
書
は
ま
さ
に

イ
ン
ド
仏
教
に
関
す
る
百
科
全
書
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
研
究

者
に
有
益
で
あ
り
、
今
な
お
斯
界
に
お
け
る
金
字
塔
と
い
っ
て
よ
い
。

ラ
モ
ッ
ト
の
知
ら
れ
ざ
る
功
績

ラ
モ
ッ
ト
の
仏
教
学
に
お
け
る
功
績
は
既
に
語
り
尽
く
さ
れ
た
感

が
あ
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
と
し
て
「
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
相

互
理
解
」
に
果
た
し
た
貢
献
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

山
口
益
に
よ
る
と
、
ラ
モ
ッ
ト
の
智
度
論
訳
註
と
い
う
大
作
も
「
学

問
的
な
基
礎
づ
け
に
よ
る
仏
教
の
正
し
い
理
解
」
の
た
め
で
あ
り
、
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そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
「
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
」「
西
と
東
」
の

相
互
理
解
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ラ
モ
ッ
ト
は
、
キ
リ
ス
ト

教
vs.
仏
教
と
い
う
「
二
に
分
け
る
世
界
」
を
超
え
た
と
こ
ろ
を
見
つ

め
て
い
た
。
彼
が
『
維
摩
経
』
を
最
も
好
ん
だ
と
い
う
の
も
、
維
摩

の
「
不
二
の
教
え
」
と
無
縁
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ラ
モ
ッ
ト
の
学
術
的
遺
産
の
継
承

ラ
モ
ッ
ト
は
、『
大
智
度
論
』
に
引
用
さ
れ
た
文
献
を
精
査
し
た

結
果
、「『
大
智
度
論
』
の
大
き
な
功
績
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
教
育
的

方
法
を
借
り
て
、
大
乗
を
示
し
た
点
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

ア
ビ
ダ
ル
マ
で
代
表
さ
れ
る
大
乗
以
前
の
仏
教
と
大
乗
仏
教
へ
の
変

容
を
見
通
し
た
と
こ
ろ
に
、
ラ
モ
ッ
ト
の
大
き
な
功
績
が
あ
る
。
こ

う
し
た
ラ
モ
ッ
ト
の
功
績
を
将
来
に
わ
た
っ
て
継
承
し
て
い
く
に
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
確
か
な
読
解
力
を
持
つ

研
究
者
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。
ラ
モ
ッ
ト
の
学
術
的
遺
産
が
そ

の
生
命
を
保
つ
た
め
に
は
、「
英
語
訳
ラ
モ
ッ
ト
著
作
集
」
の
実
現

を
願
わ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。

最
後
に
、
ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ
・
ト
ゥ
ッ
チ
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、

ラ
モ
ッ
ト
が
わ
れ
わ
れ
に
遺
し
た
厖
大
な
作
品
は
「
彼
が
研
鑽
を
積

ん
だ
文
献
学
的
な
贈
り
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
類
が
生
み
出
し
た

最
も
偉
大
な
作
品
た
る
仏
教
へ
の
偏
見
の
な
い
愛
」
と
言
い
得
よ
う
。

そ
の
尊
い
「
贈
り
物
」
を
引
き
継
ぎ
、「
偏
見
の
な
い
愛
」
に
根
ざ

し
た
研
究
者
で
あ
り
た
い
も
の
と
思
う
。 
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東
京
の
仏
教
寺
院
と
小
学
簡
易
科
に
つ
い
て

研
究
員　

濱
田　

由
美

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
の
「
学
制
」
頒
布
に
よ
り
始
ま
っ
た
日

本
の
近
代
学
校
制
度
は
、
民
費
依
存
・
受
益
者
負
担
を
原
則
と
し
て

お
り
、
授
業
料
と
寄
附
金
を
主
な
財
源
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
。

そ
の
後
の
「
教
育
令
」・「
小
学
校
令
」
に
お
い
て
も
そ
の
方
針
は
継

続
さ
れ
た
が
、「
小
学
校
令
」
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
小
学
簡
易
科
は
、

授
業
料
の
徴
収
を
お
こ
な
わ
ず
、
そ
の
経
費
を
区
町
村
費
で
賄
う
こ

と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
背
景
に
は
貧
困
者
の
増
加
と
就
学
率

の
停
滞
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

本
来
税
金
で
支
え
ら
れ
る
は
ず
の
小
学
簡
易
科
で
は
あ
る
が
、
東

京
府
内
に
は
仏
教
寺
院
が
資
金
協
力
を
し
て
設
立
し
た
簡
易
科
小
学

校
が
数
多
く
開
校
し
て
お
り
、
指
導
者
育
成
の
た
め
の
簡
易
科
小
学

校
教
員
速
成
伝
習
所
も
二
カ
所
開
設
さ
れ
て
い
た
。

小
学
簡
易
科
は
、
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
の
「
小
学
校
令
」

公
布
の
際
に
導
入
さ
れ
た
制
度
で
あ
り
、
明
治
二
三
年
（
一
八
九
〇
）

の
改
正
に
よ
り
廃
止
と
な
っ
て
い
る
。
期
間
が
短
い
上
に
こ
の
間
就

学
率
も
停
滞
期
を
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ま
で
小
学
簡
易
科
に
つ
い
て
は
、「
研
究
対
象
と
は
な
り
が
た
か
っ

た
」
と
の
見
方
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

近
代
学
校
制
度
が
導
入
さ
れ
た
当
初
、
多
く
の
学
校
が
寺
院
を

借
用
し
て
開
校
し
て
い
る
。
ま
た
、
識
字
能
力
の
高
さ
か
ら
、
教
員

と
し
て
俗
人
教
育
に
携
わ
る
僧
侶
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
仏
教
寺
院
が
積
極
的
に
近
代
学
校
制
度
に
関
わ
っ
て
い
た
状
況

に
な
か
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
小
学
簡
易
科
制
度

の
導
入
を
き
っ
か
け
に
、
東
京
府
内
に
は
宗
派
を
超
え
た
仏
教
寺
院

の
協
力
に
よ
る
簡
易
科
小
学
校
が
、
数
多
く
開
校
し
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
東
京
府
内
の
仏
教
寺
院
が
資
金
協
力
を
し
て
ま
で
、
俗
人
教

育
に
積
極
的
に
参
入
し
た
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

森
文
相
が
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
一
一
月
に
三
重
県
で
お
こ

な
っ
た
演
説
で
は
、「
簡
易
科
の
小
学
校
ハ
実
に
今
日
尽
力
す
べ
き

も
の
ダ
」、
ま
た
、
世
界
各
国
の
教
育
統
計
を
み
る
と
、「
日
本
の
統

計
ハ
最
下
点
に
位
置
し
て
居
る
」
な
ど
の
発
言
が
残
さ
れ
て
い
る
。

貧
困
層
の
子
弟
を
学
校
教
育
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
就
学
率
の
増
加

が
目
指
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
授
業
料
の

か
か
ら
な
い
小
学
簡
易
科
制
度
が
導
入
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

本
来
税
金
で
支
え
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
の
制
度
で
あ
る
が
、
東
京

府
で
は
仏
教
寺
院
の
協
力
に
よ
り
、
わ
ず
か
な
期
間
に
多
く
の
簡
易

科
小
学
校
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。
設
立
願
の
多
く
が
、「
不
知
・
不

識
法
令
ニ
背
キ
、
懲
罰
ニ
罹
ル
者
往
々
コ
レ
」
あ
る
状
況
を
、「
宗

教
ノ
徳
義
ニ
於
テ
傍
観
ス
ル
ニ
忍
ヒ
」
な
い
た
め
、
学
校
設
立
を
目

指
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
だ
け
が
理
由
と
は

思
わ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
当
時
の
『
明
教
新
誌
』
の
雑
誌
記
事
な
ど

か
ら
、
学
校
教
育
を
通
じ
て
、
仏
教
の
教
え
を
普
及
さ
せ
る
期
待
が

あ
っ
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

わ
ず
か
な
期
間
に
多
く
の
簡
易
科
小
学
校
が
開
校
し
た
こ
と
で
、

教
員
不
足
が
懸
念
さ
れ
る
中
開
校
し
た
の
が
、
本
郷
区
龍
岡
町
麟
祥
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院
と
、
麻
布
笄
町
長
谷
寺
を
借
用
し
た
簡
易
科
小
学
校
教
員
速
成
伝

習
所
で
あ
る
。
全
国
か
ら
多
く
の
入
学
者
が
い
た
こ
と
は
記
録
に
よ

り
明
ら
か
で
は
あ
る
も
の
の
、
帰
郷
後
簡
易
科
小
学
校
設
立
申
請
の

不
許
可
や
、
東
京
府
の
証
明
状
が
認
め
ら
れ
な
い
な
ど
の
事
態
が
生

じ
て
い
た
事
実
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、「
授

業
料
不
徴
収
に
耐
え
る
財
政
の
ゆ
と
り
が
な
か
っ
た
」
地
域
が
少
な

く
な
か
っ
た
こ
と
も
、
大
き
く
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

仏
教
界
が
俗
人
教
育
参
入
方
針
の
見
直
し
を
決
定
し
た
の
は
、
小

学
簡
易
科
制
度
廃
止
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
教
育
を
通
じ
て
仏
教
の

教
え
を
広
め
た
い
と
い
う
思
い
で
資
金
協
力
ま
で
し
た
も
の
の
、
当

初
の
目
的
が
果
た
せ
て
い
な
い
と
の
判
断
に
よ
り
、
方
針
が
大
き
く

見
直
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
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モ
ン
ゴ
ル
語
版
『
モ
ン
ゴ
ル
佛
教
史
』
に
つ
い
て

研
究
員　

阿
部　

真
也

本
稿
は
、
こ
こ
綜
合
佛
教
研
究
所
の
研
究
会
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、

モ
ン
ゴ
ル
仏
典
研
究
会
に
お
い
て
ロ
ー
マ
ナ
イ
ズ
・
翻
訳
・
検
討
を

行
っ
て
い
る
文
献
に
つ
い
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
文
献
に
つ

い
て
は
、
平
成
十
四
年
と
平
成
二
十
五
年
の
二
回
、
こ
こ
大
正
大
学

で
行
わ
れ
た
日
本
モ
ン
ゴ
ル
学
会
に
お
い
て
成
果
発
表
と
内
容
紹
介

を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
の
成
果
も
合
わ
せ
て
ま
と
め
る
。

本
文
献
の
タ
イ
ト
ル
は
、
直
訳
す
る
と
『
大
モ
ン
ゴ
ル
に
於
い
て

正
法
の
源
が
如
何
に
出
現
し
、
如
何
に
仏
教
が
流
布
し
た
か
を
記
述

せ
し
畏
れ
多
き
書
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
大
正
大
学
図
書
館
に
所
蔵

さ
れ
て
い
る
橋
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ
で
あ
る
。
三
カ
所
あ
る
コ

ロ
フ
ォ
ン
か
ら
現
時
点
に
お
い
て
は
分
か
る
の
は
、
一
九
四
四
年
に

「
梅
林
」（
メ
ー
リ
ン
）
と
い
う
清
朝
の
官
職
に
あ
っ
た
エ
ル
ヘ
イ
ン

ゲ
と
い
う
人
物
が
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
文
献
の
著
書
等
に
関
す
る
記
事
を
見
る
と
、
著
作
が
完
了
し
た

の
は
、
一
八
一
九
年
八
月
三
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
チ
ベ
ッ

ト
語
と
モ
ン
ゴ
ル
語
の
両
語
で
書
か
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
両
語

の
文
献
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
、
最
初
に
チ
ベ
ッ

ト
語
版
が
成
立
し
、
そ
の
後
に
モ
ン
ゴ
ル
語
版
が
出
来
た
と
考
え
て

い
る
。

先
行
研
究
と
し
て
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
版
が
四
本
、
現
代
語
訳
が
四

本
あ
る
。
現
代
語
訳
は
チ
ベ
ッ
ト
語
版
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
。
古
い

順
に
、
ド
イ
ツ
語
訳
（
一
八
九
二
）、
日
本
語
訳
（
一
九
四
〇
）、
現

代
中
国
語
訳
（
一
九
九
〇
）、
現
代
モ
ン
ゴ
ル
語
訳
（
一
九
九
七
）
の

四
種
で
あ
る
。

著
者
に
つ
い
て
は
、
橋
本
光
寳
氏
と
フ
ー
ト
氏
は
ジ
グ
メ
・
ナ
ム

カ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
四
六
年
にG

.M
.R

oerich

の
論
文

に
お
い
て
、
フ
ー
ト
の
チ
ベ
ッ
ト
語
か
ら
の
誤
訳
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
正
し
く
は
ジ
グ
メ
・
リ
グ
パ
イ
・
ド

ル
ジ
ェ
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
現
在
で
も
、
こ
れ
が
定
説
と
な
っ

て
い
る
。
テ
ル
ビ
シ
訳
、
ウ
ル
ジ
ー
訳
共
に
、
ジ
グ
メ
・
リ
グ
パ
イ
・

ド
ル
ジ
ェ
を
著
者
と
し
て
い
る
。
モ
ン
ゴ
ル
語
版
か
ら
見
て
も
、
著

者
は
ジ
グ
メ
・
リ
グ
パ
イ
・
ド
ル
ジ
ェ
で
あ
る
よ
う
に
読
め
る
。
ジ

グ
メ
・
リ
グ
パ
イ
・
ド
ル
ジ
ェ
な
る
人
物
は
、
モ
ン
ゴ
ル
で
は
、
ツ

ェ
ン
ベ
ル
・
グ
ー
シ
の
名
で
有
名
で
あ
る
。

内
容
は
、
大
き
く
分
け
る
と
、
政
治
史
と
仏
教
史
の
二
つ
に
分
か

れ
る
。
政
治
史
の
部
分
に
つ
い
て
は
、『
モ
ン
ゴ
ル
佛
教
史
』
自
身

の
記
事
に
よ
っ
て
『
蒙
古
源
流
』
等
の
モ
ン
ゴ
ル
の
年
代
記
を
参
考

に
し
て
書
い
た
と
あ
る
。
仏
教
史
の
部
分
の
参
考
資
料
に
つ
い
て
は
、

チ
ベ
ッ
ト
の
学
者
の
説
に
従
っ
て
ま
と
め
た
、
と
あ
る
だ
け
で
、
具

体
的
な
文
献
名
は
挙
が
っ
て
い
な
い
。

本
文
献
に
は
、
モ
ン
ゴ
ル
語
ア
リ
ガ
リ
文
字
や
仏
教
用
語
を
巡
る

表
記
上
の
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
点
あ
る
い

は
特
徴
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
中
か
ら
、
本
文
献
の
も
つ
性
格
を
読

み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
仏
教
用
語
の
モ
ン
ゴ
ル
語
表
記

（
あ
る
い
は
訳
）
に
つ
い
て
は
、
モ
ン
ゴ
ル
語
・
チ
ベ
ッ
ト
語
ア
リ
ガ
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リ
表
記
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
還
元
ア
リ
ガ
リ
表
記
な
ど
様
々
な
表
記

が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
あ
る
一
定
の
傾
向
（
あ
る
い
は
法
則
）

が
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
文
献
の
性
格
等
を
推
測
す
る
手
が
か
り
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
、
仏
教
文
献
と
し
て
の
特
色
を
何
点
か
挙
げ
る
こ
と
に
す

る
。
ま
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
学
者
サ
キ
ャ
パ
ン
デ
ィ
タ
の
格
言
か

ら
の
引
用
で
あ
る
。
他
に
、
イ
ン
ド
の
龍
樹
の
言
葉
の
引
用
、
仏
陀

の
言
葉
と
し
て
の
引
用
、
経
典
か
ら
の
引
用
が
あ
る
。
し
か
し
、
サ

キ
ャ
パ
ン
デ
ィ
タ
の
格
言
以
外
は
出
典
の
不
明
な
も
の
が
多
い
。
こ

れ
ら
の
引
用
は
、「
モ
ン
ゴ
ル
仏
教
史
」
で
書
か
れ
て
い
る
事
件
、

出
来
事
に
つ
い
て
、
そ
の
正
当
性
を
確
か
に
す
る
意
味
で
な
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
内
容
を
見
る
と
、
記
述
の
対
象
と
な
る
地
域
は
現
代
で
言

う
と
こ
ろ
の
内
モ
ン
ゴ
ル
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
本
資
料
の
出
版
終

了
後
の
計
画
と
し
て
は
、
ま
ず
、
二
年
前
に
内
モ
ン
ゴ
ル
の
寺
院
調

査
で
発
見
し
た
新
写
本
の
研
究
を
行
う
。
続
け
て
、
モ
ン
ゴ
ル
国
、

ブ
リ
ヤ
ー
ト
、
カ
ル
ム
イ
ク
も
合
わ
せ
て
、
モ
ン
ゴ
ル
全
体
の
仏
教

史
を
構
築
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。


