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二
〇
二
二
年
度　

仏
教
学
会
新
入
会
員
歓
迎
講
演

大
谷
大
学
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
こ
と
は
じ
め

─
小
栗
栖
香
頂
と
寺
本
婉
雅
─

三　
　

宅　
　

伸 

一 

郎

は
じ
め
に

　

み
な
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
本
日
は
、「
大
谷
大
学
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
こ
と
は
じ
め
」
と
い
う
講
題
で
、
し
ば
ら
く
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
こ
の
場
は
、
仏
教
学
会
の
新
入
生
歓
迎
講
演
会
の
場
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
講
題
か
ら
は
仏
教
の
感
じ
が
し
な
い
。
ど
う
な

っ
て
い
る
ん
だ
、
と
不
思
議
に
思
う
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
「
チ
ベ
ッ
ト
研
究
」
と
い
う
も
の
は
仏
教
と
全
然
関
係
な
い
の

で
は
な
い
か
？
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
研
究
、
特
に
チ
ベ
ッ
ト
の
文
化
や
歴
史
、
宗
教
に
対
す
る
研
究
は
、
世

界
中
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
日
本
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
研
究
の
特
色
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
考
え
て
み
た
と
き
、
仏
教

研
究
の
一
環
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
研
究
が
始
ま
っ
た
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で
日
本
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
は
、
仏
教
に
対
す

る
「
学
び
」
と
非
常
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

ま
た
、
副
題
に
小お

栗ぐ
る

栖す

香こ
う　

頂ち
ょ
う（

一
八
三
一
〜
一
九
〇
五
）
と
寺て
ら

本も
と

婉え
ん

雅が

（
一
八
七
二
〜
一
九
四
〇
）
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
後
に
述
べ
ま
す
が
、

大
谷
大
学
で
は
古
く
か
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
研
究
、
特
に
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
に
対
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
基
礎

を
築
い
た
人
物
が
誰
か
と
い
う
と
、
寺
本
婉
雅
と
い
う
人
な
の
で
す
。
こ
の
人
が
実
質
的
に
大
谷
大
学
で
チ
ベ
ッ
ト
に
対
す
る
研
究
や
教

育
を
推
進
し
た
初
め
て
の
人
に
な
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
大
谷
大
学
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
研
究
の
祖
が
寺
本
婉
雅
と
い
う
人
で
す
。
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で
は
一
方
の
「
小
栗
栖
香
頂
」
と
は
い
っ
た
い
誰
か
？
で
す
が
、
こ
の
人
は
大
谷
大
学
の
設
置
母
体
で
あ
る
真
宗
大
谷
派
・
東
本
願
寺

の
僧
侶
で
、
明
治
の
は
じ
め
に
北
京
に
一
年
間
留
学
し
た
人
物
で
す
。
彼
は
寺
本
婉
雅
よ
り
三
十
年
ほ
ど
前
の
人
で
す
が
、
北
京
留
学
中

に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
着
目
し
、
こ
れ
を
学
ぼ
う
と
い
う
姿
勢
を
見
せ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
大
谷
大
学
と
直
接
関
係
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

母
体
と
な
っ
て
い
る
真
宗
大
谷
派
・
東
本
願
寺
の
人
物
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
、
と
り
あ
げ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

本
題
に
入
る
前
に
ま
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
研
究
に
つ
い
て
定
義
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
言
う
チ
ベ
ッ
ト
研
究
と
は
、
チ
ベ
ッ

ト
と
い
う
地
域
の
言
語
・
宗
教
・
文
化
・
歴
史
・
社
会
な
ど
に
対
す
る
研
究
、
い
わ
ば
チ
ベ
ッ
ト
を
対
象
と
し
た
人
文
学
的
研
究
を
指
し

ま
す
。
実
は
、
日
本
で
チ
ベ
ッ
ト
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
例
え
ば
、C

iN
ii

で
単
純
に
「
チ
ベ
ッ
ト
」
と

い
う
言
葉
で
検
索
す
る
と
、「
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
ガ
ン
マ
線
の
観
測
」
と
い
っ
た
よ
う
な
理
系
の
研
究
が
ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。
私
が
こ
こ

で
述
べ
る
「
チ
ベ
ッ
ト
研
究
」
と
は
、
こ
う
し
た
理
系
の
研
究
は
除
く
、
あ
く
ま
で
も
人
文
科
学
の
枠
組
み
の
中
で
の
研
究
を
指
し
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
文
化
や
社
会
、
歴
史
、
言
語
な
ど
を
扱
う
研
究
と
定
義
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

チ
ベ
ッ
ト
の
宗
教

　

で
は
、
こ
れ
か
ら
話
を
進
め
る
中
に
チ
ベ
ッ
ト
の
宗
教
の
話
が
多
く
出
て
き
ま
す
の
で
、
そ
の
辺
り
を
少
し
だ
け
簡
潔
に
説
明
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
チ
ベ
ッ
ト
の
宗
教
と
い
う
と
、
多
く
の
人
が
「
チ
ベ
ッ
ト
は
仏
教
が
盛
ん
だ
」
と
連
想
す
る
と
思
い
ま
す
。
確
か

に
仏
教
信
者
は
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
中
で
も
多
数
派
で
す
（
た
だ
し
具
体
的
な
統
計
は
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
感
覚
に
基
づ
く
見
解
で
す
）。
し
か
し
、

ご
承
知
の
通
り
、
仏
教
は
イ
ン
ド
で
生
ま
れ
た
も
の
で
、
チ
ベ
ッ
ト
で
生
ま
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
お
よ
そ
七
世
紀
後
半
頃
に
、

チ
ベ
ッ
ト
人
は
イ
ン
ド
と
中
国
か
ら
仏
教
を
導
入
し
ま
し
た
。
特
に
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
チ
ベ
ッ
ト
人
た
ち
は
、
も
と
も
と
イ
ン
ド
の

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
い
う
言
語
で
書
か
れ
て
い
た
仏
教
の
経
典
を
、
自
分
た
ち
の
言
語
で
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
語
に
翻
訳
す
る
と
い
う
作
業

を
、
集
中
的
に
お
こ
な
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
（
い
く
つ
か
の
経
典
に
つ
い
て
は
、
漢
訳
か
ら
の
翻
訳
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
）。
そ
し
て
、
時
代
が
経
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ち
、
お
お
よ
そ
一
二
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
こ
う
し
て
翻
訳
さ
れ
た
経
典
に
基
づ
い
て
、
教
義
が
組
み
立
て
ら
れ
、
様
々
な
宗
派
が
誕
生

し
て
ゆ
き
ま
す
。
そ
し
て
一
三
世
紀
以
降
に
な
る
と
、
チ
ベ
ッ
ト
で
熟
成
さ
れ
た
仏
教
は
、
モ
ン
ゴ
ル
へ
と
広
ま
っ
て
ゆ
き
ま
す
。

　

チ
ベ
ッ
ト
の
宗
教
と
い
う
と
仏
教
が
多
数
派
な
の
で
、
仏
教
を
連
想
す
る
人
が
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
一
方
で
「
ボ
ン
教
」
と
い
う
宗

教
も
存
在
し
ま
す
。
こ
の
ボ
ン
教
と
い
う
宗
教
の
定
義
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
が
、
極
め
て
簡
単
に
言
え
ば
、
仏
教
伝
来
以
前
の
土

着
の
信
仰
要
素
の
上
に
、
仏
教
に
学
ん
だ
教
義
を
乗
せ
て
い
る
、
こ
れ
が
ボ
ン
教
と
い
う
宗
教
で
す
。
こ
の
宗
教
の
信
者
、
つ
ま
り
ボ
ン

教
徒
（bon po

）
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
宗
教
の
開
祖
で
あ
る
シ
ェ
ン
ラ
プ
・
ミ
ボ
（gShen rab m

i bo

）
は
仏
陀
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
自

分
た
ち
が
信
じ
て
い
る
教
え
は
仏
陀
の
教
え
、
つ
ま
り
仏
教
だ
と
言
い
ま
す
。
こ
れ
が
非
常
に
面
白
い
。
実
は
、
私
の
研
究
の
メ
イ
ン
テ

ー
マ
は
ボ
ン
教
な
の
で
す
が
、
最
初
に
衝
撃
を
受
け
た
の
が
こ
の
点
な
の
で
す
。
何
故
衝
撃
を
受
け
た
の
か
と
い
う
と
、
初
め
て
チ
ベ
ッ

ト
の
ボ
ン
教
寺
院
を
訪
問
し
た
時
の
こ
と
で
す
。
そ
の
時
は
何
も
知
ら
ず
、
仏
教
と
の
相
違
点
は
ど
こ
に
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
？
と
の
単
純

な
興
味
か
ら
、
ボ
ン
教
の
お
坊
さ
ん
に
「
ボ
ン
教
は
仏
陀
の
教
え
じ
ゃ
な
い
の
で
す
ね
？
」
と
質
問
し
た
の
で
す
。
そ
の
時
に
、
そ
の
お

坊
さ
ん
は
、
烈
火
の
ご
と
く
怒
り
、「
ボ
ン
教
が
仏
陀
の
教
え
で
な
い
と
言
う
な
ら
、
こ
こ
か
ら
出
て
い
け
」
と
言
っ
た
の
で
す
。
そ
の
時

は
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
後
、
自
分
で
ボ
ン
教
の
様
々
な
文
献
を
見
て
み
る
と
、
確
か
に
、
仏
陀
の
教
え
だ
、
と
書
い

て
あ
る
の
で
す
。

　

そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
示
す
と
、
例
え
ば
こ
の
絵
で
す
が
少
し
仏
画
に
関
心
が
あ
る
人
な
ら
「
こ
れ
は
釈
尊
の
像
だ
」

と
思
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
実
は
違
い
ま
す
。
こ
れ
は
ボ
ン
教
の
開
祖
シ
ェ
ン
ラ
プ
・
ミ
ボ
の
像
な
の
で
す
。
右
手
の
先
を
地
面
に
付

け
て
、
触
地
印
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
も
類
似
し
て
い
て
、
ほ
ぼ
同
じ
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
全
く
見
分
け

が
つ
か
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
こ
れ
が
ボ
ン
教
の
も
の
だ
と
言
え
る
の
か
と
い
う
と
、
よ
く
見
る
と
、
触
地
印
を
示
し
て
い
る
右
手
に
ボ

ン
教
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
卍
が
あ
し
ら
わ
れ
た
法
具
（
チ
ャ
ク
シ
ンchags shing
）
を
持
っ
て
い
る
の
に
気
が
つ
く
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
シ

ェ
ン
ラ
プ
・
ミ
ボ
の
周
囲
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
は
、
青
い
帽
子
を
か
ぶ
っ
て
い
ま
す
。
青
は
ボ
ン
教
の
シ
ン
ボ
ル
・
カ
ラ
ー
で
、
こ
の
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帽
子
は
、
ボ
ン
教
独
自
の
帽
子
で
す
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
絵
が
ボ
ン
教
の
、
そ
し
て
シ
ェ
ン
ラ
プ
・
ミ
ボ
の
絵
だ
と
分
か
る
の

で
す
。
変
な
言
い
方
を
す
る
と
、
こ
れ
が
ボ
ン
教
開
祖
シ
ェ
ン
ラ
プ
・
ミ
ボ
の
絵
と
分
か
る
の
は
ボ
ン
教
徒
だ
け
で
、
ボ
ン
教
徒
が
見
れ

ば
そ
う
だ
と
分
か
る
の
で
す
が
、
仏
教
徒
が
見
る
と
見
分
け
が
つ
か
ず
混
乱
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た

点
か
ら
、
ボ
ン
教
は
教
義
を
作
り
上
げ
る
際
に
、
仏
教
の
教
義
を
学
び
こ
れ
を
採
り
入
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら

理
解
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
、
チ
ベ
ッ
ト
の
宗
教
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
、
仏
教
と
ボ
ン
教
し
か
挙
げ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
非
常
に
数

が
少
な
い
で
す
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
人
た
ち
も
存
在
す
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

大
谷
大
学
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究

　

さ
て
、
大
谷
大
学
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
と
い
う
本
題
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
谷
大
学
は
今
日
お
話
し
す
る
寺
本
婉
雅
以
来
、

長
い
間
チ
ベ
ッ
ト
研
究
に
従
事
す
る
研
究
者
を
輩
出
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
全
て
を
挙
げ
る
と
書
き
き
れ
な
い
の
で
、
代
表
的
な
人
だ
け

を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
人
は
櫻
部
文
鏡
と
い
う
方
で
す
。
こ
の
方
は
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
の
う
ち
の
「
カ
ン
ギ
ュ
ル
」
─
チ
ベ

ッ
ト
語
に
翻
訳
さ
れ
た
仏
典
の
中
で
も
仏
陀
の
直
説
で
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
─
そ
の
目
録
を
作
成
す
る
と
い
う
大
き
な
業
績
を
あ
げ
た

方
で
す
。
次
に
挙
げ
る
の
が
山
口
益
と
い
う
方
で
す
。
こ
の
方
は
「
仏
教
チ
ベ
ッ
ト
学
」
と
い
う
も
の
を
提
唱
し
ま
し
た
。
面
白
い
の
は

「
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
学
」
で
は
な
く
「
仏
教
チ
ベ
ッ
ト
学
」
と
な
っ
て
い
る
点
で
す
。
彼
は
、
大
乗
仏
教
を
研
究
す
る
上
で
、
チ
ベ
ッ
ト
語
に

翻
訳
さ
れ
た
も
の
も
見
な
い
と
駄
目
だ
、
チ
ベ
ッ
ト
語
に
翻
訳
さ
れ
た
も
の
を
中
心
に
し
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
原
典
や
漢
訳
を
比

較
対
照
し
て
研
究
を
お
こ
な
う
べ
き
だ
、
と
提
唱
し
、
そ
れ
を
自
ら
仏
教
チ
ベ
ッ
ト
学
と
名
付
け
ま
し
た
。
い
わ
ば
、
仏
教
を
研
究
す
る

た
め
に
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
仏
典
を
中
心
に
据
え
る
と
い
う
意
味
で
の
「
仏
教
チ
ベ
ッ
ト
学
」
な
の
で
す
。

　

櫻
部
文
鏡
と
山
口
益
の
二
人
は
と
も
に
、
今
日
お
話
し
す
る
寺
本
婉
雅
の
学
生
で
す
。
現
存
す
る
寺
本
婉
雅
の
日
記
の
う
ち
、
大
正
一
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〇
年
四
月
一
九
日
の
記
事
に
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

午
前
九
時
真
宗
大
学
新
学
年
に
出
講
す
。
本
学
年
度
は
研
究
科
と
予
科
第
一
第
二
の
三
級
を
担
任
す
。
研
究
生
は
桜
部
文
鏡
君
な
り
。

大
正
八
年
夏
第
一
回
西
蔵
語
科
卒
業
の
山
口
益
君
の
研
究
科
に
入
り
し
よ
り
計
二
名
な
り
と
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
寺
本
に
と
っ
て
最
初
の
学
生
が
山
口
益
で
、
次
に
櫻
部
文
鏡
が
入
っ
て
き
て
学
生
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
日
の
記
事
に
は
さ
ら
に
、「
そ
の
他
研
究
科
に
入
ら
ず
し
て
研
究
せ
る
加
藤
潔
君
あ
り
。
専
ら
西
蔵
語
活
字
鋳
造
に
付

て
尽
力
し
あ
り
」
と
あ
っ
て
、
当
時
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
活
字
を
作
る
専
門
の
学
生
が
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

山
口
益
の
次
の
世
代
の
人
と
し
て
、
稲
葉
正
就
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
の
方
は
チ
ベ
ッ
ト
語
の
文
法
、
そ
し
て
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
史
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
の
業
績
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
降
、
多
く
の
先
生
方
が
チ
ベ
ッ
ト
の
研
究
に
従
事
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ

こ
に
挙
げ
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
の
は
、
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
先
生
で
す
。
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
先
生
は
チ
ベ
ッ
ト
人
で
、
も
う

来
日
し
て
五
十
年
以
上
に
な
り
ま
す
。
私
の
先
生
に
あ
た
る
方
で
す
。
大
谷
大
学
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
関
西
で
チ
ベ
ッ
ト
研
究
に
関
わ

る
現
役
あ
る
い
は
現
役
を
退
い
て
い
る
方
々
で
、
先
生
の
薫
陶
を
受
け
て
い
な
い
者
は
い
な
い
と
言
い
得
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ほ
ど
に
先

生
は
、
関
西
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
、
さ
ら
に
は
日
本
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
に
大
き
く
影
響
を
残
し
た
方
で
す
。

　

大
谷
大
学
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
に
つ
い
て
一
言
付
け
加
え
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
学
を
設
置
し
て
い
る
大
学
に
は
チ
ベ
ッ
ト
語

と
い
う
授
業
が
開
講
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
の
大
学
で
チ
ベ
ッ
ト
語
と
い
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
古
典
文
語
を
読
む
た
め
の
授
業
で
す
。
と
こ

ろ
が
大
谷
大
学
の
場
合
は
、
そ
れ
に
加
え
て
現
代
チ
ベ
ッ
ト
語
、
つ
ま
り
今
使
わ
れ
て
い
る
口
語
と
し
て
の
チ
ベ
ッ
ト
語
の
授
業
が
開
講

さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
が
大
き
な
特
色
か
と
思
い
ま
す
。
過
去
の
経
緯
を
調
べ
て
み
る
と
、
現
代
チ
ベ
ッ
ト
語
を
内
容
と
す
る
授
業
が
開
講

さ
れ
た
の
は
一
九
八
〇
年
の
こ
と
で
、
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
先
生
が
着
任
し
て
か
ら
な
の
で
す
。
で
は
な
ぜ
、
こ
う
し
た
現
代
チ
ベ
ッ
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ト
語
の
授
業
が
開
講
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
先
生
が
着
任
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
大
き
い
の
で
し
ょ
う
が
、
チ
ベ
ッ
ト

研
究
を
お
こ
な
う
に
は
、
古
典
の
文
献
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
口
語
も
習
得
し
、
実
際
に
チ
ベ
ッ
ト
人
た
ち
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

と
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
、
前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

で
は
い
よ
い
よ
本
題
の
小
栗
栖
香
頂
と
寺
本
婉
雅
に
つ
い
て
、
話
を
進
め
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
栗
栖
香
頂
の
北
京
留
学
と
喇
嘛
教
（
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
）

　

ま
ず
先
に
、
小
栗
栖
香
頂
と
い
う
人
の
事
績
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
小
栗
栖
香
頂
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
本
学
で
近

代
日
本
仏
教
史
を
講
じ
て
お
ら
れ
た
木
場
明
志
先
生
が
ま
と
め
た
も
の
が
あ
り
ま
す
（
木
場
二
〇
〇
四
）。
も
う
少
し
詳
し
く
小
栗
栖
香
頂

と
い
う
人
の
事
績
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
方
は
、
そ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
く
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

小
栗
栖
香
頂
は
、
ち
ょ
う
ど
明
治
維
新
で
仏
教
が
大
き
く
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
状
況
下
で
活
躍
し
た
人
で
す
。
彼
の
事
績
の

中
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
四
三
歳
か
ら
四
四
歳
の
間
（
明
治
六
／
一
八
七
三
〜
明
治
七
／
一
八
七
四
）、
清
朝
末
期
の
北
京
に
留
学
し
て
い

る
時
の
こ
と
で
す
。
そ
も
そ
も
彼
が
な
ぜ
北
京
に
留
学
し
た
の
か
と
い
う
と
、
中
国
仏
教
の
状
況
視
察
と
中
国
語
の
学
習
の
た
め
で
し
た
。

こ
こ
で
い
う
中
国
語
と
は
、
口
語
と
し
て
の
そ
れ
で
す
。
で
は
、
中
国
語
の
口
語
を
勉
強
し
て
、
中
国
仏
教
の
状
況
を
視
察
し
た
う
え
で

何
を
し
た
い
の
か
と
い
う
と
、「
護
法
之
大
策
」、
つ
ま
り
、
仏
教
を
い
か
に
し
て
守
っ
て
い
く
か
、
具
体
的
に
は
、
西
欧
か
ら
押
し
寄
せ

て
く
る
キ
リ
ス
ト
教
の
波
か
ら
い
か
に
し
て
仏
教
を
守
っ
て
い
く
の
か
、
そ
の
方
策
を
中
国
の
偉
い
お
坊
さ
ん
に
直
接
聞
き
た
い
、
と
い

う
の
が
北
京
留
学
の
大
き
な
目
的
で
し
た
。
そ
う
し
た
目
的
を
持
っ
て
、
彼
は
北
京
に
行
く
の
で
す
が
、
そ
こ
で
感
じ
た
の
は
、
い
わ
ゆ

る
中
国
仏
教
、
分
か
り
や
す
く
言
う
と
、
漢
文
の
お
経
を
読
む
人
た
ち
は
あ
ま
り
力
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
で
は
、
一

番
力
を
持
っ
て
い
る
の
は
何
か
と
い
う
と
、「
喇ラ

マ嘛
教
」
だ
と
気
が
付
い
た
の
で
す
。「
喇
嘛
教
」
と
は
、
当
時
使
わ
れ
て
い
た
言
い
方
で
、

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
小
栗
栖
は
北
京
に
行
き
、
最
初
は
中
国
語
を
勉
強
し
つ
つ
、
ま
ず
、
中
国
仏
教
の
僧
侶
た
ち
と
交
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友
を
深
め
ま
す
。
し
か
し
次
第
に
、
喇
嘛
教
す
な
わ
ち
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
僧
侶
た
ち
が
、
清
朝
皇
帝
の
援
助
を
受
け
る
ほ
ど
強
大
な
力
を

持
っ
て
い
る
と
認
識
し
た
の
で
す
。
喇
嘛
教
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
関
心
を
抱
い
た
彼
は
、
北
京
に
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
・
喇
嘛
教

の
寺
院
を
次
々
と
訪
問
し
て
ゆ
き
ま
す
。
清
朝
皇
帝
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
大
施
主
で
し
た
か
ら
、
都
の
北
京
に
は
い
く
つ
も
の
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
寺
院
が
あ
っ
た
の
で
す
。

　

寺
院
を
訪
問
し
見
聞
を
深
め
て
ゆ
く
中
で
彼
は
、
喇
嘛
教
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
本
格
的
に
探
っ
て
い
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
北
京
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
寺
院
に
い
る
僧
侶
た
ち
を
い
わ
ば
先
生
に
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
語
を
勉
強
し
よ
う
と
試

み
ま
す
。
彼
は
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
す
な
わ
ち
二
七
歳
の
時
か
ら
亡
く
な
る
直
前
ま
で
『
八
洲
日
暦
』
と
題
す
る
日
記
を
書
き
綴
っ

て
い
て
、
こ
れ
は
現
在
、
大
谷
大
学
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
日
記
の
明
治
七
年
の
三
月
一
九
日
の
記
事
に
、
次
の
よ
う

な
記
述
が
あ
り
ま
す
（
下
駄
字
は
解
読
不
能
箇
所
を
示
し
ま
す
。
以
下
同
じ
）。

此
日
〓
〓
〓
雇
車
護
国
寺
ニ
至
ル
。
…
…
（
中
略
）
…
…
一
喇
嘛
ノ
房
ニ
入
ル
。
…
…
（
中
略
）
…
…
予
曰
ク
、
我
学
西
蔵
字
〓
〓
〓
。

他
云
我
教
爾
。
於
之
西
蔵
字
六
〓
ヲ
出
シ
、
我
ニ
送
ル
。
其
中
一
列
ヲ
ヨ
ム
ニ
、
カ
カ
カ
カ
、
サ
サ
サ
ニ
ャ
、
タ
タ
タ
ニ
ャ
、
チ
ャ

チ
ャ
チ
ャ
チ
ャ
、
パ
ア‒ ‒ ‒

、
ヤ
ラ
ラ
パ
ア
、
シ
ャ‒ ‒ ‒

〓
〓
〓
似
タ
リ

　
「
護
国
寺
」
と
い
う
の
は
北
京
に
あ
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
寺
院
で
す
。「
一
喇
嘛
」
と
い
う
の
は
そ
こ
に
い
る
僧
侶
の
こ
と
を
指
し
ま

す
。
そ
の
僧
侶
の
部
屋
に
入
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
語
を
勉
強
し
た
い
と
申
し
出
た
。
す
る
と
、
相
手
は
「
私
が
教
え
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
チ

ベ
ッ
ト
文
字
を
書
い
た
も
の
を
出
し
て
、
自
分
に
く
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
の
一
行
を
読
ん
で
く
れ
た
。「
カ
カ
カ
カ
、
サ
サ
サ
ニ
ャ

…
…
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
僧
侶
が
チ
ベ
ッ
ト
文
字
を
読
ん
だ
時
の
発
音
を
、
小
栗
栖
が
カ
タ
カ
ナ
で
記
録
し
た
も
の
で
す
。
カ
タ
カ
ナ

で
発
音
を
記
録
し
て
勉
強
す
る
と
い
う
方
法
は
、
彼
が
中
国
語
を
勉
強
す
る
際
も
用
い
て
い
た
方
法
で
し
た
。
北
京
滞
在
時
の
出
来
事
を
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口
語
の
中
国
語
で
書
き
記
し
た
『
北
京
紀
遊
』
と
題
す
る
も
の
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
全
て
の
漢
字
の
発
音
が
カ
タ
カ
ナ
の
ル
ビ
に
よ
っ

て
示
さ
れ
て
い
ま
す
（『
北
京
紀
遊
』
の
影
印
・
翻
訳
は
、
陳
二
〇
一
六
に
あ
り
）。
と
も
か
く
も
小
栗
栖
は
こ
う
や
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
語
を
勉
強
し

よ
う
、
ま
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
文
字
の
読
み
方
を
勉
強
し
よ
う
と
試
み
ま
し
た
。
た
だ
、
一
人
の
師
に
師
事
し
て
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
自
分
が
行
っ
た
寺
院
で
相
手
に
し
て
く
れ
た
僧
侶
に
聞
い
て
い
く
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
た
だ
、

非
常
に
面
白
い
の
は
、
人
に
よ
っ
て
発
音
が
違
う
こ
と
を
注
意
深
く
記
録
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
小
栗
栖
は
後
に
、
喇
嘛
教
・
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
の
歴
史
と
若
干
の
教
義
を
概
説
し
た
『
喇
嘛
教
沿
革
』（
明
治
一
〇
／
一
八
七
七
年
刊
行
）
と
い
う
一
書
を
著
し
ま
す
。
そ
の
中
で
彼
は
、

チ
ベ
ッ
ト
文
字
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
、「kha

字
ハ
音
喀
ナ
リ
、
普
海
氏
ハ
「
ハ
」
ノ
音
ト
ス
」
と
い
う
記
述
が

見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、「
こ
のkha

と
い
う
チ
ベ
ッ
ト
文
字
は
「
カ
」
と
読
む
が
、
普
海
と
い
う
人
は
「
ハ
」
と
読
ん
で
い
る
」
と
い
う

意
味
で
す
。
チ
ベ
ッ
ト
は
広
大
で
す
か
ら
、
同
じ
文
字
で
も
地
域
に
よ
っ
て
読
み
方
が
異
な
り
ま
す
し
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
学
ぶ
モ
ン
ゴ

ル
人
僧
侶
た
ち
も
、
ま
た
異
な
っ
た
読
み
方
を
し
ま
す
。
そ
う
し
た
文
字
の
読
み
方
、
あ
る
い
は
発
音
に
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
、

そ
れ
を
細
か
く
記
録
し
て
い
る
点
は
、
と
て
も
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
と
の
出
会
い
と
留
学
生
派
遣
計
画

　

と
も
か
く
こ
の
よ
う
に
し
て
喇
嘛
教
・
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
寺
院
を
訪
問
し
、
そ
こ
で
僧
侶
た
ち
に
チ
ベ
ッ
ト
語
を
学
ん
で
い
く
中
で
、

小
栗
栖
は
、
あ
る
人
物
の
名
前
を
聞
き
ま
す
。
北
京
最
大
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
寺
院
「
雍
和
宮
」
に
い
る
高
僧
で
、
咸
豊
・
同
治
・
光
緒
の

三
代
に
わ
た
っ
て
皇
帝
の
師
を
務
め
て
い
る
と
い
う
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
（
洞
濶
爾
胡
図
克
図
）
で
す
。
そ
の
名
前
を
聞
い
た
彼
は
、
雍

和
宮
に
赴
き
面
会
を
求
め
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
五
月
二
日
、
つ
い
に
対
面
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト

と
の
出
会
い
は
、
小
栗
栖
に
と
っ
て
大
き
な
出
来
事
で
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
こ
そ
、
小
栗
栖
の
喇
嘛
教
・
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
へ
の
関
心
を
決
定
づ
け
た
人
物
で
あ
り
、
最
大
の
情
報
提
供
者
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
小
栗
栖
は
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
に
、
チ
ベ
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ッ
ト
文
字
を
書
い
て
も
ら
っ
た
り
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
『
白
傘
蓋
総
持
陀
羅
尼
経
』
や
五
台
山
の
絵
図
を
も
ら
っ
た
り
、
五
台
山
に
赴
く
際
、

紹
介
状
を
書
い
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
雍
和
宮
に
お
け
る
護
摩
法
要
の
見
学
も
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
小
栗
栖
が
北

京
を
離
れ
る
際
、
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
は
、
わ
ざ
わ
ざ
小
栗
栖
の
下
宿
先
ま
で
見
送
り
に
来
ま
し
た
。「
皇
帝
の
師
で
あ
る
の
に
私
ご

と
き
を
見
送
り
に
来
て
く
れ
た
」
と
小
栗
栖
は
大
変
感
激
し
ま
す
。
一
方
の
中
国
仏
教
僧
は
誰
も
来
な
い
、「
薄
情
だ
」
と
感
じ
ま
す
。
ト

ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
の
こ
う
し
た
行
動
は
、
小
栗
栖
の
喇
嘛
教
・
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
対
す
る
好
感
を
決
定
的
に
し
た
の
で
し
た
。

　

な
お
、
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
は
、
衆
生
救
済
の
た
め
に
あ
え
て
人
間
と
し
て
姿
を
現
し
た
と
さ
れ
る
「
化
身
ラ
マ
」
と
い
わ
れ
る
、

チ
ベ
ッ
ト
に
存
在
す
る
特
徴
的
な
タ
イ
プ
の
僧
侶
の
一
人
で
す
。
こ
の
タ
イ
プ
の
僧
侶
は
、
衆
生
救
済
の
た
め
に
、
意
思
を
持
っ
て
あ
え

て
転
生
を
繰
り
返
す
と
さ
れ
、
転
生
者
と
さ
れ
る
者
は
そ
の
前
世
者
（
先
代
）
の
名
前
も
受
け
継
ぎ
ま
す
。
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
と
い
う

の
は
転
生
者
に
受
け
継
が
れ
る
名
前
で
す
か
ら
、
こ
の
名
前
を
持
つ
も
の
は
歴
史
上
何
人
も
い
ま
す
。
小
栗
栖
は
、
当
時
─
す
な
わ
ち

明
治
七
／
一
八
七
四
年
─
の
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
の
年
齢
を
五
五
歳
と
記
録
し
て
い
ま
す
か
ら
、
小
栗
栖
の
出
会
っ
た
ト
ン
コ
ル
・

フ
ト
ク
ト
は
、
一
八
二
〇
年
生
ま
れ
の
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
九
世
ト
ゥ
プ
テ
ン
・
ジ
ク
メ
・
ギ
ャ
ム
ツ
ォ
（sTong ’khor Thub bstan ’jigs 

m
ed rgya m

tsho, 

一
八
二
〇
〜
一
八
八
二
）
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

さ
て
、
小
栗
栖
は
自
ら
チ
ベ
ッ
ト
語
を
勉
強
し
よ
う
と
試
み
ま
す
が
、
彼
自
身
に
は
あ
ま
り
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
北
京
留
学

の
後
半
に
な
る
と
、
体
調
を
崩
し
て
帰
国
を
決
断
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
原
因
な
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、『
八
洲
日
暦
』

明
治
七
年
五
月
二
〇
日
の
記
事
に
は
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

雍
和
宮
ニ
至
リ
テ
喇
嘛
ニ
面
シ
我
徒
弟
九
月
或
ハ
来
年
ニ
入
門
サ
セ
タ
ナ
ラ
バ
一
月
ノ
〓
代
ハ
イ
カ
ホ
ド
ナ
リ
ヤ
ト
問
ニ
、
喇
嘛
云

ク
我
門
人
ト
ナ
レ
バ
不
要
銭
ナ
リ
。
又
問
西
蔵
ノ
一
切
経
ヲ
求
メ
〓
キ
也
。
〓
一
百
巴
ナ
リ
。
価
ヒ
七
百
両
ト
〓
ナ
リ
。
本
邦
金
千

金
以
上
ナ
リ
。
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雍
和
宮
で
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
と
面
談
し
た
際
に
、「
九
月
あ
る
い
は
来
年
に
、
自
分
の
弟
子
を
雍
和
宮
に
留
学
さ
せ
た
ら
学
費
が

い
く
ら
か
か
る
の
か
」
と
尋
ね
た
。
す
る
と
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
は
「
私
の
門
人
で
あ
れ
ば
学
費
は
い
ら
な
い
」
と
答
え
て
く
れ
た
と

い
う
の
で
す
。
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
が
、
小
栗
栖
か
ら
の
留
学
生
派
遣
の
申
し
出
を
快
く
受
け
入
れ
て
く
れ
た
と
い
う
の
で
す
。

　

さ
ら
に
、「
又
問
西
蔵
ノ
一
切
経
ヲ
求
メ
〓
キ
也
」
と
チ
ベ
ッ
ト
一
切
経
、
つ
ま
り
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
を
購
入
し
た
い
と
申
し
出
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
小
栗
栖
は
、
自
分
の
弟
子
、
若
い
人
た
ち
に
チ
ベ
ッ
ト
語
を
勉
強
し
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
仏
典
を
勉
強
し
て
ほ
し
い
と

思
い
、
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
の
購
入
と
雍
和
宮
へ
の
留
学
派
遣
と
い
う
計
画
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

　

こ
の
計
画
は
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
明
治
一
九
年
に
出
さ
れ
た
『
教
学
論
集
』（
第
三
二
編
、
二
〇
〜
二
三
頁
）
と
い
う

雑
誌
の
中
に
、
小
栗
栖
の
「
贈
北
京
僧
頓
濶
爾
呼
図
克
図
書
」
と
い
う
、
北
京
の
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
に
宛
て
た
手
紙
が
収
録
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
請
以
弟
子
遊
学
之
事
。
閣
下
毅
然
諾
之
曰
、
衣
服
可
携
焉
、
飲
食
予
与
。
頂
深
感
厚
意
。
本
年
募
西
遊
者
、
未
獲
其
可
者
。
明

年
九
月
、
必
差
之
。
伏
乞
容
之
。
頂
欲
使
其
学
西
蔵
経
。

　

去
年
私
が
弟
子
の
留
学
の
こ
と
に
つ
い
て
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
閣
下
は
快
諾
し
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
く
れ
た
。「
衣
服
を
持
っ
て
来

る
だ
け
で
よ
い
。
飲
食
は
予
が
与
え
よ
う
」
と
。
私
は
深
く
感
謝
し
て
い
ま
す
。
今
年
西
遊
つ
ま
り
北
京
に
留
学
す
る
者
を
募
集
し
た
け

れ
ど
も
、
ふ
さ
わ
し
い
者
が
い
な
か
っ
た
。
来
年
九
月
に
な
っ
た
ら
必
ず
派
遣
し
ま
す
か
ら
、
ど
う
か
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
い
─
そ
う

書
か
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
留
学
生
派
遣
の
目
的
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
最
後
に
明
確
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
頂
は
其
れ

を
し
て
西
蔵
経
を
学
ば
し
め
ん
と
欲
す
」
と
。
つ
ま
り
、
チ
ベ
ッ
ト
語
仏
典
の
学
習
が
、
ト
ン
コ
ル
・
フ
ト
ク
ト
の
も
と
へ
の
、
雍
和
宮

へ
の
留
学
生
派
遣
の
目
的
だ
っ
た
の
で
す
。
留
学
生
受
け
入
れ
の
承
諾
を
受
け
て
帰
国
し
た
小
栗
栖
は
、
適
任
の
人
物
を
探
し
た
よ
う
で
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す
が
、
帰
国
の
翌
年
・
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
時
点
で
は
、
ま
だ
適
任
者
が
見
つ
か
ら
ず
、
留
学
生
派
遣
は
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

が
こ
の
手
紙
か
ら
分
か
り
ま
す
。
そ
の
後
の
記
録
を
見
て
も
、
雍
和
宮
に
留
学
し
た
日
本
人
の
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
こ
の

小
栗
栖
の
雍
和
宮
へ
の
留
学
生
派
遣
計
画
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
頓
挫
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
少
し
気
に
な
る
の
は
、
こ

の
計
画
が
小
栗
栖
個
人
の
考
え
だ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
彼
が
所
属
す
る
東
本
願
寺
の
意
向
を
受
け
て
の
も
の
な
の
か
と
い
う
点
で
す
。

こ
の
点
は
、
今
後
解
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
次
に
述
べ
る
寺
本
婉
雅
も
小
栗
栖
と
同
様
に
真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
で

す
が
、
彼
ら
の
チ
ベ
ッ
ト
行
き
と
こ
の
留
学
生
派
遣
計
画
の
間
に
関
係
が
あ
る
の
か
、
今
後
研
究
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

小
栗
栖
香
頂
と
い
う
人
は
、
と
も
か
く
自
ら
北
京
で
喇
嘛
教
・
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
力
が
強
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教

を
勉
強
す
る
た
め
に
チ
ベ
ッ
ト
語
を
勉
強
し
よ
う
と
考
え
た
。
さ
ら
に
留
学
生
派
遣
と
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
の
購
入
を
計
画
し
た
。
こ
う
し

た
点
か
ら
、
彼
を
、
日
本
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
の
基
盤
を
築
こ
う
と
し
た
日
本
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
の
祖
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
彼
が
著
し
た
『
喇
嘛
教
沿
革
』
は
そ
の
後
、
お
よ
そ
大
正
初
年
に
至
る
ま
で
信
頼
し
う
る
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
専
門

書
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
（
高
本
二
〇
一
〇
：
四
五
頁
）。
そ
の
意
味
で
も
、
日
本
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
に
お
け
る
小
栗
栖
の
影
響
力
を
見
て

と
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

寺
本
婉
雅
の
生
涯
と
そ
の
評
価

　

次
に
寺
本
婉
雅
と
い
う
人
の
話
に
移
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
寺
本
の
事
績
を
最
初
か
ら
話
す
と
時
間
が
足
り
な
い
の
で
、
特
に

チ
ベ
ッ
ト
と
の
関
わ
り
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
け
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
彼
は
、
一
八
九
八
年
か
ら
一
九
〇
八
年
ま
で

の
二
十
年
間
ほ
ど
の
時
間
を
、
主
に
チ
ベ
ッ
ト
旅
行
・
留
学
な
ど
、
チ
ベ
ッ
ト
と
の
関
わ
り
に
費
や
し
て
い
た
人
物
で
す
。

　

そ
の
二
十
年
間
の
こ
と
を
、
少
し
詳
し
く
説
明
し
ま
す
。
一
八
九
五
年
に
、
大
谷
大
学
の
前
身
と
な
る
真
宗
大
学
に
入
学
し
た
寺
本
は
、

卒
業
直
前
の
一
八
九
八
年
六
月
、
退
学
し
て
チ
ベ
ッ
ト
を
目
指
し
ま
す
。
な
ぜ
チ
ベ
ッ
ト
を
目
指
し
た
の
か
、
明
確
な
理
由
は
わ
か
り
ま
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せ
ん
が
、
当
時
、
若
い
仏
教
者
た
ち
の
間
に
は
、
仏
典
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
を
入
手
す
る
た
め
に
チ
ベ
ッ
ト
に
行
こ
う
と
い
う

「
入
蔵
熱
」
が
あ
り
ま
し
た
。
彼
も
そ
う
し
た
「
熱
」
の
中
で
チ
ベ
ッ
ト
を
目
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
中
国
大
陸
に
渡

り
、
一
八
九
九
年
六
月
、
四
川
省
の
打タ

ル
ツ
ェ
ン
ド

箭
爐
（D

ar rtse m
do, 

現
在
の
四
川
省
康
定
）
で
、
同
じ
く
チ
ベ
ッ
ト
を
目
指
す
真
宗
大
谷
派
の
僧
・

能の
う

海み
　

寛ゆ
た
か（

一
八
六
八
〜
一
九
〇
三
）
と
合
流
し
ま
す
。
そ
し
て
寺
本
は
能
海
と
と
も
に
、
同
年
七
月
二
〇
日
東
チ
ベ
ッ
ト
の
リ
タ
ン
（Li 

thang, 

裏
塘
）
に
、
さ
ら
に
西
に
進
ん
で
八
月
一
一
日
に
は
バ
タ
ン
（’B

a’ thang

）
に
足
を
踏
み
入
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
ら
二
人
は

日
本
人
と
し
て
初
め
て
の
チ
ベ
ッ
ト
入
境
者
と
な
り
ま
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト
と
言
っ
て
も
、
彼
ら
二
人
の
目
的
地
は
東
チ
ベ
ッ
ト
で
は
な
く
、

チ
ベ
ッ
ト
の
都
ラ
サ
（Lha sa, 

拉
薩
）
で
し
た
。
二
人
は
、
バ
タ
ン
か
ら
さ
ら
に
西
へ
、
ラ
サ
へ
と
向
か
お
う
と
し
ま
す
が
、
許
可
が
下
り

ず
、
こ
れ
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
帰
路
に
つ
い
た
二
人
は
打
箭
爐
で
別
れ
、
寺
本
は
帰
国
し
ま
す
。
一
方
の
能
海
は
打

箭
爐
に
滞
在
し
、
別
の
ル
ー
ト
か
ら
の
ラ
サ
入
り
を
目
指
し
ま
す
が
、
雲
南
省
で
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

一
九
〇
〇
年
、
中
国
（
当
時
は
「
清
」）
で
義
和
団
事
件
が
発
生
し
ま
す
。
鎮
圧
を
名
目
と
し
て
、
日
本
を
含
む
八
カ
国
の
軍
隊
が
中
国
に

出
兵
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
寺
本
は
、
日
本
の
陸
軍
通
訳
と
し
て
北
京
に
入
り
、
北
京
版
を
は
じ
め
と
す
る
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
を
入
手
し
、

こ
れ
を
日
本
に
も
た
ら
す
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
一
九
〇
一
年
に
は
、
雍
和
宮
貫
主
ア
キ
ャ
・
フ
ト
ク
ト
（A

 kya sku phreng lnga pa B
lo 

bzang bstan pa’i dbang phyug bsod nam
s rgya m

tsho, 

一
八
七
〇
／
七
一
〜
一
九
〇
九
）
一
行
を
日
本
に
招
き
ま
し
た
。
そ
し
て
再
び
チ
ベ
ッ
ト
を

目
指
す
旅
に
出
て
、
一
九
〇
三
年
二
月
二
六
日
、
東
北
チ
ベ
ッ
ト
・
ア
ム
ド
の
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
ゲ
ル
ク
派
の
大
寺
院
ク
ン
ブ
ム
寺
（sK

u 

’bum
 byam

s pa gling, 

塔
爾
寺
、
青
海
省
西
寧
市
湟
中
区
に
あ
り
）
に
到
着
し
、
こ
こ
に
二
年
間
滞
在
し
、
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献
の
研
究
に
励
み
ま
す
。

そ
し
て
、
一
九
〇
五
年
二
月
二
四
日
、
塔
爾
寺
を
出
発
し
、
五
月
一
九
日
、
念
願
の
ラ
サ
に
到
着
し
ま
し
た
。
ラ
サ
に
三
週
間
ほ
ど
滞
在

し
、
イ
ン
ド
の
カ
ル
カ
ッ
タ
を
経
由
し
て
同
年
一
〇
月
四
日
に
帰
国
し
ま
し
た
。

　

翌
一
九
〇
六
年
四
月
に
日
本
を
出
発
し
、
八
月
二
三
日
に
再
び
ク
ン
ブ
ム
寺
を
訪
れ
ま
す
。
そ
し
て
同
寺
に
滞
在
し
、「
喇
嘛
教
史
」

（
一
九
二
〇
年
に
「
西
蔵
喇
嘛
教
史
」
の
タ
イ
ト
ル
で
『
仏
教
研
究
』
に
掲
載
さ
れ
た
翻
訳
の
原
本
：
イ
エ
シ
ェ
ー
・
ギ
ェ
ル
ツ
ェ
ンTshe m

chog gling yongs 
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’dzin Ye shes rgyal m
tshan, 

一
七
一
三
〜
一
七
九
三
の
『
律
史
（’D

ul ba’i chos ’byung

）』
の
こ
と
）
の
翻
訳
な
ど
に
従
事
し
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
学

究
活
動
に
励
む
一
方
、
一
一
月
二
二
日
に
は
、
亡
命
先
の
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
帰
途
、
ク
ン
ブ
ム
寺
に
立
ち
寄
っ
た
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
十
三
世
（Thub bstan rgya m

tsho, 

一
八
七
六
〜
一
九
三
三
）
と
面
会
し
、
東
本
願
寺
法
主
・
大
谷
光
瑩
（
現
如
、
一
八
五
二
〜
一
九
二
三
）
か

ら
の
親
書
を
手
渡
し
て
い
ま
す
。
以
降
、
寺
本
は
、
日
本
と
チ
ベ
ッ
ト
の
関
係
構
築
─
彼
の
言
葉
で
言
え
ば
「
東
亜
仏
教
の
連
絡
」

─
の
た
め
に
本
格
的
に
奔
走
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
二
月
一
五
日
に
は
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
宛
に
、
世
界
情
勢
・
日
本
の
状
況

を
述
べ
な
が
ら
日
本
へ
の
視
察
使
節
派
遣
を
求
め
る
書
簡
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

　

ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
が
北
京
に
向
か
う
と
の
情
報
を
得
た
彼
は
、
一
九
〇
八
年
一
月
に
一
旦
帰
国
し
た
後
再
び
大
陸
に
渡
り
、
六
月

二
日
、
五
台
山
で
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
と
再
会
し
、
八
月
二
日
と
四
日
に
は
、
西
本
願
寺
・
大
谷
尊
由
（
一
八
八
六
〜
一
九
三
九
）
と
ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
十
三
世
と
の
会
見
を
実
現
さ
せ
ま
す
。
そ
し
て
一
二
月
一
八
日
に
は
、
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
十
三
世
よ
り
「
ト
ゥ
プ
テ
ン
・
ソ
ー
バ

（Thub bstan bzod pa

）」
と
の
チ
ベ
ッ
ト
名
を
授
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、「
こ
の
者
が
チ
ベ
ッ
ト
を
旅
行
す
る
際
、
で
き
る
だ
け
の
援
助
を
お

こ
な
う
こ
と
。
妨
害
行
為
の
類
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
親
書
を
手
渡
さ
れ
ま
す
。
い
わ
ば
、
チ
ベ
ッ
ト
へ
の
旅
行
許
可
書
を
与
え
ら

れ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
寺
本
は
、
再
び
チ
ベ
ッ
ト
に
向
か
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
九
〇
九
年
に
帰
国
し
、
し
ば
ら
く
郷
里
（
滋
賀
県
鏡
山
）

で
学
究
生
活
を
送
っ
た
後
、
一
九
一
五
年
か
ら
大
谷
大
学
の
教
授
と
し
て
特
に
チ
ベ
ッ
ト
語
を
教
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
大
谷
大
学
の
教
授
を
務
め
つ
つ
、
一
方
で
京
都
帝
国
大
学
、
現
在
の
京
都
大
学
で
も
、
一
九
二
七
年
ま
で
チ
ベ
ッ
ト
語
を
教
え
ま
し
た
。

大
谷
大
学
は
も
ち
ろ
ん
、
関
西
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
の
ご
く
初
期
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
っ
た
の
が
、
こ
の
寺
本
婉
雅
と
い
う
人
物
で
す
。

　

さ
て
、
そ
の
寺
本
婉
雅
に
対
す
る
評
価
で
す
が
、
日
本
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
の
権
威
・
山
口
瑞
鳳
氏
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

「
寺
本
は
抜
け
目
が
な
か
っ
た
」「
運
の
い
い
人
だ
っ
た
」「
あ
る
い
は
能
海
さ
ん
と
は
全
然
反
対
で
し
た
」
と
（
日
本
人
チ
ベ
ッ
ト
行
百
年
記

念
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
会
二
〇
〇
三
：
六
三
〜
六
四
頁
）。
能
海
さ
ん
、
つ
ま
り
能
海
寛
を
山
口
氏
は
「
も
し
彼
が
生
き
て
帰
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
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日
本
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
を
大
き
く
変
え
て
い
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
才
能
あ
る
能
海
寛
の
対

極
に
あ
る
人
物
が
寺
本
だ
、
と
言
う
の
で
す
。「
抜
け
目
が
な
い
」「
運
の
い
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
悪
い
イ
メ
ー
ジ
し
か
伝
わ
っ
て

き
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
が
持
た
れ
て
い
る
こ
と
に
因
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
寺
本
婉
雅
に
つ
い
て
の
研
究
は
あ
ま
り
進
ん
で

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
も
そ
も
寺
本
に
つ
い
て
は
ま
と
ま
っ
た
資
料
が
、
一
九
七
四
年
に
出
版
さ
れ
た
寺
本
の
旅
行
記
『
蔵
蒙
旅
日
記
』

以
外
に
無
か
っ
た
の
で
す
。
イ
メ
ー
ジ
の
悪
さ
や
資
料
の
不
足
が
、
寺
本
に
対
す
る
研
究
を
遅
ら
せ
て
来
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
の
状
況
は
近
年
変
わ
り
ま
し
た
。
近
年
と
い
っ
て
も
十
五
年
く
ら
い
前
、
二
〇
〇
七
年
ご
ろ
か
ら
新
た
な
資
料
の
存
在

が
明
ら
か
と
な
っ
て
来
ま
し
た
。
主
に
寺
本
の
親
族
や
、
寺
本
が
関
係
し
て
い
た
寺
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
も
の
で
す
。
そ
の
中
に
は
、

例
え
ば
、
寺
本
が
晩
年
ま
で
自
分
の
手
元
に
置
い
て
い
た
チ
ベ
ッ
ト
語
の
文
献
で
あ
る
と
か
、
日
記
で
あ
る
と
か
、
研
究
ノ
ー
ト
な
ど
が

あ
り
ま
す
（
三
宅
・
高
本
二
〇
一
八
）。
こ
う
し
た
資
料
の
発
見
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
寺
本
が
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
は
研
究

が
活
性
化
し
て
い
ま
す
（
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
石
濱
二
〇
二
二
、
和
田
二
〇
一
九
、
二
〇
二
一
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
）。

　

二
〇
〇
七
年
、
富
山
県
の
あ
る
寺
院
に
調
査
に
伺
い
、
そ
う
し
た
資
料
の
一
部
を
見
つ
け
た
時
は
非
常
に
感
動
し
ま
し
た
。
こ
の
調
査

は
、
先
ほ
ど
小
栗
栖
香
頂
に
つ
い
て
述
べ
た
際
に
お
名
前
を
挙
げ
た
木
場
明
志
先
生
の
引
率
で
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
、
そ
の
寺
院

の
蔵
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
蔵
に
入
っ
て
、「
こ
れ
が
寺
本
に
関
係
す
る
資
料
で
す
」
と
し
て
示
さ
れ
た
先
に
あ
っ
た
の
は
、
大

谷
大
学
の
図
書
館
の
二
階
や
総
合
研
究
室
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
や
『
国
訳
一
切
経
』
な
ど
、
表
現
は
悪
い
で
す
が
、

ご
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
と
は
い
え
、
よ
く
よ
く
見
て
ゆ
く
と
、
そ
の
中
に
寺
本
婉
雅
と
同
時
期
に
チ
ベ
ッ
ト
に
入
っ
た

河
口
慧
海
（
一
八
六
六
〜
一
九
四
五
）
の
献
辞
入
り
の
『
蔵
英
辞
典
』（Sarat C

handra D
as, G

raham
 Sandberg &

 A
ugustus W

illiam
 H

eyde, A 

Tibetan-English dictionary, w
ith Sanskrit Synonym

s. C
alcutta, 1902

）
を
見
つ
け
ま
し
た
。「
こ
ん
な
の
あ
る
わ
」
と
思
い
ま
し
た
。
蔵
に
は
二

階
が
あ
り
ま
し
た
。
お
寺
の
人
は
、「
二
階
に
は
何
も
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
木
場
先
生
が
「
せ
っ
か
く
来
た
の
だ
か

ら
徹
底
的
に
調
べ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
二
階
に
上
が
っ
て
、
そ
こ
に
あ
る
段
ボ
ー
ル
箱
な
ど
の
中
身
を
確
認
し
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て
ゆ
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
大
き
な
木
の
お
櫃
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
蓋
を
開
け
る
と
、
た
く
さ
ん
の
包
み
が
入
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

包
み
に
手
を
触
れ
た
時
に
「
あ
っ
た
！
」
と
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
包
み
を
全
て
お
寺
の
本
堂
に
出
し
て
中
身
を
見
て
み
る
と
、
寺
本
が

現
地
で
蒐
集
し
た
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
ん
な
形
で
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
資
料
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た

の
で
す
が
、
こ
う
し
た
出
会
い
が
あ
る
と
い
う
の
も
、
研
究
の
一
つ
の
醍
醐
味
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

寺
本
婉
雅
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究

　

寺
本
婉
雅
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
上
の
功
績
で
す
が
、
第
一
に
挙
げ
る
べ
き
は
、
北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
先
に
も
述
べ
ま
し
た
と
お
り
、
一
九
〇
〇
年
、
義
和
団
事
件
に
際
し
陸
軍
通
訳
の
任
を
得
て
北
京
で
活
動
し

て
い
た
時
の
こ
と
で
す
。
寺
本
は
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
の
う
ち
北
京
版
、
万
暦
版
、
そ
し
て
紺
地
金
銀
泥
写
本
を
入
手
し
、
こ
れ
を
日
本
に

送
り
ま
し
た
。
そ
の
内
、
万
暦
版
と
紺
地
金
銀
泥
写
本
は
皇
室
に
寄
贈
し
、
東
京
帝
国
大
学
で
保
管
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
九
二
三

年
に
起
き
た
関
東
大
震
災
で
、
こ
れ
ら
は
全
て
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
寺
本
が
も
た
ら
し
た
万
暦
版
の
一
部
の
写
真
は
、
大
正

一
切
経
刊
行
会
編
『
法
宝
留
影
』
一
九
二
五
年
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）。
一
方
の
北
京
版
に
つ
い
て
は
真
宗
大
学
、
現
在
の
大
谷
大
学
に
寄
贈
さ
れ
、

現
在
は
大
谷
大
学
博
物
館
所
蔵
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
は
、
大
谷
大
学
に
寄
贈
さ
れ
て
以
降
、
特
に
関
西
に

お
け
る
仏
教
研
究
の
重
要
な
資
料
と
な
り
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
五
〇
年
代
に
入
る
と
全
ペ
ー
ジ
の
写
真
撮
影
が
お
こ
な
わ

れ
、
一
九
五
五
〜
一
九
六
一
年
の
間
に
洋
装
本
の
形
に
し
た
『
影
印
北
京
版
西
蔵
大
蔵
経
』（
総
目
録
を
含
め
全
一
六
八
巻
）
の
名
前
で
出
版

さ
れ
ま
し
た
。
寺
本
が
も
た
ら
し
た
北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
は
、
こ
の
「
影
印
版
」
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
日
本
全
国
、
さ
ら
に
は
全
世

界
で
研
究
の
資
料
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
北
京
版
は
、
一
冊
を
一
人
で
は
と
て
も
持
ち
運
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
巨

大
な
も
の
で
す
。
用
紙
は
横
幅
七
十
セ
ン
チ
ほ
ど
あ
り
ま
す
し
、
一
枚
一
枚
が
厚
い
。
一
冊
の
上
下
を
挾
む
木
製
の
挾
経
板
は
、
と
て
も

重
量
が
あ
り
ま
す
。
中
身
も
非
常
に
豪
華
で
、
一
ペ
ー
ジ
目
は
黒
地
に
金
泥
で
文
字
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
チ
ベ
ッ
ト
の
お
経
は
、
一
ペ
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ー
ジ
目
に
仏
像
を
書
く
の
が
通
例
で
す
が
、
こ
の
北
京
版
で
は
そ
の
仏
像
が
彩
色
さ
れ
て
お
り
、
非
常
に
豪
華
で
す
。
こ
う
い
う
も
の
が

全
部
で
三
百
四
十
冊
ほ
ど
あ
る
の
で
す
。
今
日
の
話
で
冒
頭
に
名
前
を
あ
げ
ま
し
た
山
口
益
は
、
当
時
図
書
館
に
架
蔵
さ
れ
て
い
た
北
京

版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
の
偉
観
に
心
を
搔
き
立
て
ら
れ
て
、「
こ
れ
は
す
ご
い
」
と
思
っ
て
イ
ン
ド
仏
教
聖
典
の
梵
蔵
漢
諸
本
の
対
照
研
究
、

つ
ま
り
彼
の
言
う
「
仏
教
チ
ベ
ッ
ト
学
」
を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
（
山
口
一
九
七
二
年
：
二
頁
）。
現
物
の
持
っ
て
い
る
力

と
い
う
の
は
非
常
に
強
い
も
の
で
す
。
山
口
益
は
現
物
の
力
に
心
搔
き
立
て
ら
れ
て
仏
教
研
究
に
邁
進
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
非
常
に
細
か
い
話
で
す
が
、
北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
の
は
寺
本
な
の
で
す
が
、
北
京
で
の
第
一
発

見
者
は
、
川
上
貞
信
（
一
八
六
四
〜
一
九
二
二
）
と
い
う
本
願
寺
派
の
僧
侶
で
し
た
（
奥
山
二
〇
〇
九
：
二
九
六
頁
）。
大
谷
大
学
で
最
初
に
チ
ベ

ッ
ト
語
の
授
業
を
お
こ
な
っ
た
の
は
寺
本
婉
雅
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
実
は
違
う
の
で
す
。
寺
本
が
教
鞭
を
取
る
前
の
一
九
〇
一
年
か

ら
一
九
〇
四
年
ま
で
の
間
、
大
谷
大
学
で
チ
ベ
ッ
ト
語
を
教
え
て
い
た
の
は
、
こ
の
川
上
貞
信
な
の
で
す
。

　

寺
本
は
、
北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
以
外
に
も
、
数
多
く
の
チ
ベ
ッ
ト
語
の
文
献
を
日
本
に
も
た
ら
し
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど

は
「
蔵
外
チ
ベ
ッ
ト
文
献
」
と
い
う
名
前
で
一
括
し
て
大
谷
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
寺
本
が
も
た
ら
し
、
現

在
大
谷
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
チ
ベ
ッ
ト
語
文
献
の
中
に
は
、
面
白
い
も
の
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
語

訳
『
大
乗
荘
厳
宝
王
経
（’Phags pa za m

a tog bkod pa zhes bya ba theg pa chen po’i m
do

）』（
蔵
外no. 12764

）
は
、
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
話
に
な

り
ま
す
が
、
本
来
は
大
き
な
用
紙
で
あ
っ
た
の
を
半
分
に
切
っ
て
、
そ
の
半
分
の
紙
に
書
写
し
て
い
る
点
が
面
白
い
で
す
。
用
紙
が
極
め

て
細
長
く
、
一
ペ
ー
ジ
に
四
行
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
（
通
常
は
六
、
七
行
）
の
は
そ
の
た
め
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
は
『
秘
密
蔵
真
性
決
定

（ gSang ba’i snying po de kho na nyid nges pa

）』（
蔵
外no. 13179

）
と
い
う
密
教
の
文
献
で
す
が
、
本
文
の
行
間
に
細
か
い
字
で
注
釈
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
現
物
の
力
と
言
い
ま
し
た
が
、
こ
の
文
献
の
場
合
は
古
い
の
で
表
紙
の
一
部
が
破
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
箇

所
を
糸
で
縫
っ
て
修
理
し
て
い
ま
す
。
写
真
や
複
製
出
版
さ
れ
た
も
の
で
は
、
こ
う
い
う
の
が
な
か
な
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
実
際
に
目
に

す
る
こ
と
、
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
り
ま
す
。
と
も
か
く
、
こ
う
い
う
も
の
を
見
る
と
、「
昔
の
人
は
非
常
に
こ
れ
を
大
切
に
し
て
い
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た
の
だ
な
」
と
い
う
の
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
こ
ち
ら
は
、
一
八
世
紀
の
チ
ベ
ッ
ト
の
高
僧
レ
ル
ン=

シ
ェ
ー
ペ
ー
・
ド

ル
ジ
ェ
（Sle lung bZhad pa’i rdo rje, 

一
六
九
七
〜
一
七
四
〇
）
の
全
集
の
一
部
で
す
（
蔵
外no. 13703

）。
こ
の
全
集
は
大
谷
大
学
図
書
館
に
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
で
こ
こ
に
し
か
な
い
よ
う
な
貴
重
な
文
献
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、

こ
う
し
た
文
献
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
寺
本
婉
雅
の
お
か
げ
な
の
で
す
。

　

最
後
に
、
寺
本
婉
雅
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
の
特
色
を
、
簡
単
に
見
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
寺
本
婉
雅
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
一
つ
は
、

自
分
が
も
た
ら
し
た
北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
目
録
を
作
成
す
る
こ
と
で
し
た
。
一
九
〇

九
年
以
降
の
郷
里
で
の
学
究
生
活
の
中
で
作
成
さ
れ
た
、
手
書
き
の
目
録
が
大
谷
大
学
図
書
館
に
残
っ
て
い
ま
す
。
彼
が
完
成
を
目
指
し

た
目
録
は
、
単
な
る
目
録
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
北
京
版
以
外
の
、
例
え
ば
デ
ル
ゲ
版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
と
の
対
応
や
、
対
応
す
る

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
の
有
無
や
漢
訳
と
の
対
応
を
示
し
た
目
録
、
い
わ
ゆ
る
「
勘
同
目
録
」
の
作
成
を
目
指
し
ま
し
た
。
チ
ベ
ッ
ト

大
蔵
経
は
、
仏
陀
の
直
説
の
翻
訳
で
あ
る
「
カ
ン
ギ
ュ
ル
」
と
、
そ
れ
に
対
す
る
イ
ン
ド
の
論
師
た
ち
に
よ
る
注
釈
の
翻
訳
で
あ
る
「
テ

ン
ギ
ュ
ル
」
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
う
ち
カ
ン
ギ
ュ
ル
に
対
す
る
勘
同
目
録
─
櫻
部
文
鏡
と
の
共
同
研
究
の
成
果
─
は
、
寺
本
の

生
前
、
一
九
三
〇
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。
テ
ン
ギ
ュ
ル
に
対
す
る
勘
同
目
録
の
作
成
は
、
そ
の
後
、
大
谷
大
学
で
引
き
継
が
れ
、
一
九

九
七
年
に
完
結
し
ま
し
た
。

　

次
に
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
仏
典
の
翻
訳
研
究
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
寺
本
が
取
り
組
ん
だ
の
は
、
浄
土
三
部
経
の
一
つ
『
阿
弥
陀
経
』
の
チ
ベ

ッ
ト
語
訳
か
ら
の
和
訳
で
し
た
。
そ
の
成
果
は
一
九
一
〇
年
に
「
西
蔵
文
阿
弥
陀
経
和
訳
」（『
無
盡
灯
』
一
五
（
六
）、
一
〜
一
〇
頁
）
と
し
て

発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
和
訳
の
原
本
が
、
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）、
義
和
団
事
件
に
際
し
北
京
に
滞
在
中
、
雍
和
宮

の
リ
ン
チ
ェ
ン
・
ニ
マ
（R

in chen nyi m
a

）
師
よ
り
授
け
ら
れ
た
万
暦
年
間
の
刊
本
で
あ
る
こ
と
、
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
七
月
二
〇

日
に
和
訳
を
完
成
さ
せ
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
翻
訳
ノ
ー
ト
が
現
存
し
ま
す
。
三
宅
・
高
本
二
〇
一
七
：
四
〜
五
頁
）。
浄
土
真
宗
の
僧
侶
と
し

て
、
自
身
の
所
属
す
る
宗
派
が
所
依
と
す
る
経
典
の
研
究
は
、
何
よ
り
も
先
に
お
こ
な
う
べ
き
も
の
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。
他
に
も
寺
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本
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
経
典
研
究
の
み
な
ら
ず
仏
教
史
の
範
囲
に
も
及
ん
で
い
ま
す
。
例
え
ば
、
先
に
少
し
触

れ
た
と
お
り
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
史
の
翻
訳
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
翻
訳
を
始
め
た
時
の
こ
と
が
彼
の
日
記
の
中
に
書
い
て
あ
り
ま
す
が

（
寺
本
一
九
七
四
：
二
〇
三
頁
）、
何
故
こ
う
い
う
も
の
を
翻
訳
し
よ
う
と
思
っ
た
か
と
い
う
と
、
当
時
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
史
に
関
す
る
史
料
が

ま
だ
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
そ
れ
を
紹
介
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
だ
と
書
い
て
い
ま
す
。
大
変
面
白
い
の
は
寺
本
の
日

記
を
見
て
い
く
と
、
こ
う
い
う
研
究
を
し
よ
う
と
い
う
記
述
と
と
も
に
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
出
て
く
る
言
葉
が
あ
る
の
に
気
付
き
ま
す
。
そ

れ
は
何
か
と
い
う
と
、「
東
亜
仏
教
の
連
絡
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
寺
本
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
の
一
つ
の
特
色
、
特
に
チ
ベ
ッ
ト
滞
在
時
の
そ

れ
は
、「
東
亜
仏
教
の
連
絡
」、
つ
ま
り
ア
ジ
ア
の
仏
教
国
の
連
帯
と
い
う
目
的
達
成
の
一
種
の
手
段
で
あ
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
と
私
は

考
え
て
い
ま
す
。

　

他
に
も
寺
本
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
だ
け
で
な
く
、
最
初
に
紹
介
し
た
ボ
ン
教
に
つ
い
て
も
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
（
な
お
、
寺
本
と
と

も
に
日
本
人
と
し
て
初
め
て
チ
ベ
ッ
ト
に
入
境
し
た
能
海
寛
も
一
九
〇
〇
年
に
ボ
ン
教
経
典
『
卍
無
量
寿
大
乗
経
（ g.Yung drung tshe dpag tu m

ed pa zhes 

bya ba theg pa chen po’i m
do

）』
の
翻
訳
を
試
み
る
な
ど
、
ボ
ン
教
に
対
す
る
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
す
。M

iyake 2018 

参
照
）。
彼
は
一
九
〇
六
年

に
、
ボ
ン
教
の
経
典
『
十
万
白
竜
（K

lu ’bum
 dkar po

）』
の
和
訳
を
発
表
し
ま
す
。
こ
の
時
彼
は
、
イ
ン
ド
か
ら
仏
教
が
正
式
に
伝
わ
っ

て
く
る
前
に
既
に
イ
ン
ド
か
ら
大
乗
の
教
え
が
伝
わ
っ
て
い
て
、
そ
れ
と
民
間
信
仰
が
融
合
し
た
の
が
ボ
ン
教
だ
と
書
い
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
が
『
十
万
白
竜
』
が
出
版
さ
れ
て
二
十
年
ほ
ど
経
っ
て
、
一
九
二
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
世
界
聖
典
全
集　

後
輯　

第
一
五
巻
』
の

ボ
ン
教
の
項
目
の
中
で
彼
は
、『
十
万
白
竜
』
の
時
に
書
い
た
ボ
ン
教
観
を
出
し
て
い
ま
せ
ん
。
ト
ゥ
カ
ン=

ロ
プ
サ
ン
・
チ
ョ
キ
・
ニ

マ
（Thu’u bkw

an B
lo bzang chos kyi nyi m

a, 

一
七
三
七
〜
一
八
〇
二
）
が
著
し
た
『
一
切
宗
義
』
と
い
う
文
献
に
依
拠
し
、
ボ
ン
教
の
三
段
階

発
展
説
、
つ
ま
り
、
今
あ
る
ボ
ン
教
は
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
だ
と
い
う
説
を
提
示
し
て
い
ま
す
（
辻
二
〇
二
一
）。
こ
の

あ
た
り
は
非
常
に
面
白
い
な
と
思
っ
て
見
て
い
ま
す
。
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お
わ
り
に

　

仏
教
の
研
究
と
い
う
と
、
ま
ず
何
よ
り
、
仏
典
に
向
き
合
う
と
い
う
方
法
が
あ
り
ま
す
。
仏
典
の
中
に
は
物
語
性
の
あ
る
も
の
が
多
く
、

そ
う
し
た
点
に
気
づ
く
と
、
読
ん
で
い
て
実
に
面
白
い
。
そ
の
一
方
で
、
仏
教
に
注
目
し
た
先
人
の
跡
を
辿
っ
て
い
く
と
い
う
の
も
面
白

い
も
の
で
す
。
先
人
が
ど
の
よ
う
に
研
究
し
て
き
た
の
か
、
ど
ん
な
思
い
で
研
究
し
て
き
た
か
、
そ
れ
を
自
分
の
学
び
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ

ン
に
つ
な
げ
る
と
い
う
方
向
性
も
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
、
寺
本
に
非
常
に
共
感
を
得
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
寺
本
が
晩
年
に
書
い
た
と
思
わ
れ
る
書
な
の
で
す
が
、
中
央
に

「
佛
心
者
大
慈
悲
是
（
佛
心
は
大
慈
悲
是
な
り
）」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
に
書
い
て
あ
る
の
は
チ
ベ
ッ
ト
語
・
チ
ベ
ッ
ト
文
字
で
す
。

チ
ベ
ッ
ト
文
字
の
草
書
体
で
書
い
て
い
ま
す
。
何
と
書
い
て
あ
る
か
と
い
う
と
、「
サ
ン
ギ
ー
・
キ
ュ
・
セ
ム
ニ
ュ
ッ
・
ト
ゥ
ク
ジ
ェ
・

チ
ェ
ン
ボ
・
イ
ン
（sangs rgyas kyi sem

s nyid thugs rje chen po yin

）」
─
「
仏
陀
の
心
の
本
性
は
大
悲
で
あ
る
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

寺
本
は
自
分
の
著
書
の
表
紙
に
、
自
分
で
書
い
た
チ
ベ
ッ
ト
文
字
を
入
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
草
書
体
が
多
い
（
例
え
ば
、『
仏
説
無
量
寿

経
・
仏
説
阿
弥
陀
経
：
蔵
漢
和
三
訳
対
校
』『
唯
識
三
十
論
疏
：
梵
蔵
漢
和
四
訳
対
照
』
な
ど
）。
私
も
チ
ベ
ッ
ト
文
字
を
書
く
の
が
好
き
な
の
で
、
そ

う
い
う
点
か
ら
も
寺
本
に
共
感
を
覚
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一
方
で
こ
う
い
う
も
の
を
見
る
と
、
寺
本
は
、
晩
年
ま
で
チ
ベ
ッ
ト
が
本

当
に
好
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
日
記
の
中
で
は
チ
ベ
ッ
ト
に
対
し
て
あ
ま
り
い
い
こ
と
を
書
い
て
い
な
い
の
で
す
が
、
や

っ
ぱ
り
好
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
な
と
い
う
気
持
ち
が
非
常
に
伝
わ
っ
て
き
て
、
そ
の
あ
た
り
は
共
感
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
。
以
上
、

ち
ょ
っ
と
と
り
と
め
も
な
い
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
今
日
は
こ
れ
で
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

参
考
文
献

石
濱
裕
美
子
（
二
〇
二
二
）「
明
治
期
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
出
身
「
留
学
生
」
の
特
異
性
に
つ
い
て
」『
九
州
大
学
東
洋
史
論
叢
』
四
九
、
一
〜
三
〇
頁
。



72

稲
葉
正
就
（
一
九
六
九
）「
大
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
の
蔵
外
チ
ベ
ッ
ト
文
献
に
つ
い
て
（
講
演
要
旨
）」『
大
谷
学
報
』
四
八
（
三
）、
八
五
〜
八
七
頁
。

奥
山
直
司
（
二
〇
〇
九
）『
評
伝　

河
口
慧
海
』（
中
公
文
庫
）、
中
央
公
論
新
社
。

木
場
明
志
（
二
〇
〇
四
）「
教
法
の
た
め
人
び
と
の
た
め
：
小
栗
栖
香
頂
師
の
事
績
」『
小
栗
栖
香
頂
師
百
回
忌
法
要
記
念　

教
法
の
た
め
人
び
と
の
た
め
：
小

栗
栖
香
頂
師
の
事
績
』
妙
正
寺
、
一
〜
四
四
頁
。

高
本
康
子
（
二
〇
一
〇
）『
近
代
日
本
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
像
の
形
成
と
展
開
』
芙
蓉
書
房
出
版
。

高
本
康
子
（
二
〇
一
四
）「
寺
本
婉
雅
関
連
資
料
の
現
在
：
寺
本
家
資
料
を
中
心
に
」『
論
集
』（
四
一
）、
二
一
〜
三
六
頁
。

高
本
康
子
（
二
〇
一
六
）「
海
闊
天
空
：
五
台
山
以
後
の
寺
本
婉
雅
」『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
近
代
日
本
の
邂
逅
：
西
域
古
代
資
料
と
日
本
近
代
仏
教
』
荒
川
正

晴
・
柴
田
幹
夫
編
、
勉
誠
出
版
、
五
〇
一
〜
五
二
一
頁
。

高
本
康
子
・
三
宅
伸
一
郎
（
二
〇
一
四
）「
寺
本
婉
雅
日
記
『
新
旧
年
月
事
記
』
翻
刻
」『
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
』（
三
一
）、
一
四
三
〜
一
八

六
頁
。

辻
奈
々
子
（
二
〇
二
一
）『
寺
本
婉
雅
の
チ
ベ
ッ
ト
研
究
に
み
ら
れ
る
特
徴
に
つ
い
て
』
大
谷
大
学
文
学
部
国
際
文
化
学
科
二
〇
二
〇
年
度
卒
業
論
文
。

寺
本
婉
雅
（
一
九
七
四
）『
蔵
蒙
旅
日
記
』
横
地
祥
原
編
、
芙
蓉
書
房
。

陳
継
東
（
二
〇
一
六
）『
小
栗
栖
香
頂
の
清
末
中
国
体
験
：
近
代
日
中
仏
教
交
流
の
開
端
』
山
喜
房
佛
書
林
。

日
本
人
チ
ベ
ッ
ト
行
百
年
記
念
フ
ォ
ー
ラ
ム
実
行
委
員
会
（
二
〇
〇
三
）『
チ
ベ
ッ
ト
と
日
本
の
百
年
：
十
人
は
な
ぜ
チ
ベ
ッ
ト
を
め
ざ
し
た
か
』
新
宿
書
房
。

三
宅
伸
一
郎
（
二
〇
〇
八
）「
日
本
人
初
の
入
蔵
者
・
寺
本
婉
雅
に
関
す
る
新
出
資
料
に
つ
い
て
（
二
〇
〇
七
年
度
大
谷
学
会
研
究
発
表
会
発
表
要
旨
）」『
大
谷

学
報
』
八
七
（
二
）、
四
一
〜
四
四
頁
。

三
宅
伸
一
郎
・
高
本
康
子
（
二
〇
一
八
）「
寺
本
婉
雅
に
関
係
す
る
「
宗
林
寺
資
料
」「
村
岡
家
資
料
」
に
対
す
る
総
合
的
評
価
」『
大
谷
大
学
真
宗
総
合
研
究
所

研
究
紀
要
』（
三
四
）、
一
〜
一
九
頁
。

山
口
益
（
一
九
七
二
）『
山
口
益
仏
教
学
文
集　

上
』
春
秋
社
。

和
田
大
知
（
二
〇
一
九
）「
寺
本
婉
雅
の
対
チ
ベ
ッ
ト
活
動
と
そ
の
人
物
像
」『
史
滴
』（
四
一
）、
二
二
五
〜
二
〇
三
頁
。

和
田
大
知
（
二
〇
二
一
）「
寺
本
婉
雅
『
西
藏
蒙
古
旅
行
に
於
る
報
告
』（
一
九
〇
五
年
）
翻
刻
」『
九
州
大
学
東
洋
史
論
集
』
四
八
、
一
〜
五
六
頁
。

M
iyake Shin’ichiro (2009) “Ō

 tha ni gtsug lag slob grw
a chen m

o’i bod yig zhib ’jug skor rags tsam
 brjod pa”, H

ildegard D
iem

berger &
 K

arm
a 

Phuntsho (eds.), Ancient Treasures, N
ew

 D
iscoveries. H

alle: International Institute for Tibetan and B
uddhist Studies G

m
bH

, pp. 195‒221.



73

M
iyake Shin’ichiro (2018) “A

 B
rief Study on the B

on-po Sūtra, g.Yung drung tshe dpag tu m
ed pa zhes bya ba theg pa chen po’i m

do”, Journal of 

Tibetan and H
im

alayan Studies 3(1), pp. 49‒61.
g.Yung drung phun tshogs (2018) “N

yi hong gi bon po zhib ’jug thog m
a nas ’phros pa’i gtam

”, sTong skor Tshe ring thar &
 Shar gzhon Tshe ring 

zla ba (eds.), m
D

o dbus m
tho sgang gi gna’ bo’

i shes rig: pe cin rgy al spyi’
i zhang zhung rig gnas zhib ’jug tshogs ’du skabs dang po’i 

dpyad rtsom
 phyogs bsgrigs. stod cha (

青
蔵
高
原
的
古
代
文
明
：
北
京
首
届
国
際
象
雄
文
化
学
術
研
討
会
論
文
集
１). m

Tso sngon m
i rigs dpe 

skrun khang (

青
海
民
族
出
版
社), pp. 364‒379.




