
松
本
史
朗
著

『
チ
ベ

中
観
帰
謬
派
の
根
本
的
学
説
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
、
ツ
ォ
ン
ヵ
パ

（
届
矧
‐
底
ら
）
に
求
め
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
『
道
次
第
大
論
』
に
お

け
る
、

自
体
（
Ｈ
ｇ
四
目
ｇ
）
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
自
性
が
微
塵
ほ

ど
も
無
い
も
の
に
お
い
て
、
所
生
と
能
生
、
否
定
と
肯
定
等
の
輪
廻

と
浬
梁
の
設
定
す
べ
て
が
主
張
さ
れ
る
に
足
る
こ
と
が
中
槻
派
の
勝

①

法
で
あ
る
。

と
い
う
記
述
が
そ
の
答
え
と
し
て
得
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
根
本
的
学
説

に
依
る
、
し
た
が
っ
て
派
生
的
な
学
説
と
し
て
、
主
な
る
八
つ
が
あ
る
こ

②

と
も
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
密
意
解
明
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

聖
者
（
Ⅱ
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
）
の
テ
キ
ス
ト
を
註
釈
す
る
仕
方
に

お
い
て
、
側
自
相
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
（
『
目
四

目
豐
自
凶
巨
ご
』
ｍ
四
号
周
）
は
微
塵
ほ
ど
も
無
い
け
れ
ど
も
、
帥

あ
ら
ゆ
る
所
作
・
能
作
が
設
定
さ
れ
る
に
足
る
、
と
い
う
不
共
な
こ

の
註
釈
の
仕
方
の
宗
（
Ⅱ
帰
謬
派
の
宗
）
に
依
存
し
て
、
他
の
註
釈

者
と
共
有
し
な
い
正
し
い
学
説
が
多
く
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
と
い
え

⑥

ツ
ト
仏
教
哲
学
」

高
田

順

仁

本
書
『
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
哲
学
』
の
目
的
は
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
哲
学
の
最

高
峰
と
見
ら
れ
る
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
中
観
思
想
、
す
な
わ
ち
「
空
」
の
思
想

を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
り
、
本
書
の
意
義
は
、
著
者
に
し
て
、
は
じ
め
て

ツ
ォ
ン
カ
パ
の
思
想
的
本
質
は
「
離
辺
中
観
説
」
批
判
を
通
し
て
の
み
明

ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
書
で

は
第
四
章
以
下
第
十
章
ま
で
に
お
い
て
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
中
観
思
想
に
関

す
る
考
察
が
行
わ
れ
る
。
本
書
評
は
そ
の
六
章
の
内
容
、
そ
の
中
で
も
直

③

接
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
思
想
に
関
す
る
こ
と
の
み
を
扱
う
。

ま
ず
、
第
四
章
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
中
観
思
想
に
つ
い
て
で
は
、
ツ
ォ
ン

カ
パ
批
判
を
含
む
文
献
と
し
て
、
サ
キ
ャ
派
の
コ
ラ
ム
パ
（
底
培
Ｉ
路
）

の
『
見
解
弁
別
』
、
同
じ
く
シ
ャ
ー
キ
ャ
チ
ョ
ク
デ
ン
（
匡
閉
‐
５
ｓ
）

の
「
中
観
決
択
」
が
あ
り
、
そ
の
前
者
に
お
け
る
前
主
張
の
記
述
部
分
か

ば
、
ひ
と
ま
ず
［
以
下
、
］
主
要
な
も
の
を
述
べ
れ
ば
、
艸
六
識
身

と
体
を
異
に
す
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
［
を
否
定
す
る
不
共
な
仕
方
］
と
、

伽
自
己
認
識
を
否
定
す
る
不
共
な
仕
方
と
、
伽
自
立
論
証
に
よ
っ

て
対
論
者
の
［
心
］
相
続
に
真
実
の
見
を
起
こ
す
こ
と
を
承
認
し
な

い
こ
と
と
の
三
つ
、
そ
し
て
㈹
知
識
（
肘
、
息
）
を
承
認
す
る
こ

と
と
岡
様
に
外
境
を
も
承
認
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
Ｍ
声
聞
・

独
覚
に
事
物
が
無
自
性
で
あ
る
と
の
証
悟
が
有
る
こ
と
、
㈹
法
我

執
が
煩
悩
で
あ
る
と
設
定
す
る
こ
と
、
伽
減
し
た
も
の
（
吾
侭

冒
）
は
事
物
（
Ⅱ
有
為
）
で
あ
る
こ
と
、
㈹
そ
れ
（
Ⅱ
ぐ
巳
を
理

川
と
し
て
、
三
世
を
設
定
す
る
不
共
な
仕
方
、
等
で
あ
る
。
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こ
の
う
ち
本
書
で
は
、
学
説
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｊ
に
対
す
る
考
察
が
示
さ

れ
て
い
る
。
な
お
「
（
シ
》
国
Ｏ
川
騨
〕
Ｅ
と
し
た
の
は
、
学
説
Ｂ
、
Ｃ
が
、

そ
れ
ぞ
れ
自
立
派
、
帰
謬
派
の
言
説
有
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
学
説
Ａ

が
勝
義
諦
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

戸
口
に
対
応
す
る
と
い
う
認
識
を
示
し
た
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
学
説
Ｂ
が
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
や
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
先
行
す

④

る
学
者
の
著
作
に
は
見
出
さ
れ
な
い
と
の
見
地
に
よ
り
、
著
者
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
ツ
ォ
ン
カ
パ
独
自
の
学
説
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
自
立
派
は
、
「
言
説
に
お
い
て
、
自
相

ら
、
十
項
目
の
学
説
が
批
判
さ
れ
る
べ
き
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
学
説
と
し
て
取

り
出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
道
次
第
大
論
』
、
『
善
説
心
髄
』
、
『
密
意
解

明
」
、
お
よ
び
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
『
入
中
論
註
』
、
『
四
百
論

釈
」
に
ト
レ
ー
ス
さ
れ
る
。

そ
の
十
項
目
の
学
説
（
Ａ
ｌ
Ｊ
）
を
、
評
者
の
判
断
で
、
内
容
分
類
し
、

先
の
「
密
意
解
明
』
に
お
け
る
帰
謬
派
の
根
本
的
学
説
、
お
よ
び
主
要
な

八
つ
の
学
説
と
の
対
応
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

二
諦
説
に
関
す
る
も
の
（
少
．
国
ｇ
Ⅱ
四
台

煩
悩
障
・
所
知
障
に
関
す
る
も
の
ｅ
Ⅱ
ａ
〕
固
）

二
乗
に
も
法
無
我
の
証
悟
が
有
る
と
す
る
も
の
田
Ⅱ
ぐ
）

減
し
た
も
の
は
事
物
で
あ
る
と
す
る
も
の
（
の
Ⅱ
ぐ
ご

唯
識
説
批
判
に
関
す
る
も
の
（
函
Ｉ
當
消
Ⅱ
ご

自
立
論
証
批
判
に
関
わ
る
も
の
（
］
Ⅱ
目
）

に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
を
認
め
る
」
と
す
る
学
説
Ｂ
は
、
既
に

⑤

『
道
次
第
大
論
』
に
見
ら
れ
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
が
帰
謬
派
と
自
立
派
の
相
違

を
、
単
な
る
空
性
論
証
の
方
法
の
相
違
と
見
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
説
有

の
規
定
の
相
違
に
求
め
る
と
い
う
考
え
方
を
指
し
て
い
る
。

学
説
Ｃ
は
帰
謬
派
の
言
説
有
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
名
の
言
説

の
力
の
み
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
」
（
臼
ヨ
哩
計
冨
凰
且
宍
冒
号
目

⑥

厨
四
日
閏
厨
房
言
、
旨
・
の
巴
、
「
分
別
の
力
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
の
み

⑦

の
も
の
」
含
品
冨
宮
昏
目
四
ｍ
房
ぽ
い
己
呉
閻
日
》
の
巴
を
指
す
学
説

Ｃ
そ
の
も
の
は
『
道
次
第
大
論
』
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
学
説
Ｃ
は
、

学
説
Ｂ
と
と
も
に
、
第
七
章
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
お
け
る
言
説
有
の
設
定
に

お
い
て
詳
説
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
諸
の
感
官
知
に
色
声
等
の
五
境
は
、

⑧

自
相
と
し
て
顕
現
す
る
」
（
Ｆ
幻
）
と
の
学
説
、
し
た
が
っ
て
、
「
言
説
に

⑨

お
い
て
も
迷
乱
で
あ
る
」
Ｐ
罰
）
諸
の
感
官
知
は
「
自
相
に
対
し
て
量

⑩

で
は
な
い
」
Ｐ
幻
）
が
、
「
言
説
に
お
い
て
色
声
等
の
諸
境
を
設
定
す
る

⑪

量
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
こ
と
は
な
い
」
Ｐ
”
）
、
す
な
わ
ち
色
等
は

⑫

「
量
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
」
今
呂
且
日
開
四
号
周
ゞ
Ｆ
詞
）
と

の
学
説
を
含
め
、
「
諸
の
感
官
知
に
色
声
等
の
五
境
は
、
自
相
と
し
て
顕

現
す
る
」
と
の
理
解
が
、
自
立
派
の
言
説
有
が
「
そ
れ
に
と
っ
て
の
境
を

有
す
る
慧
の
顕
現
の
力
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
峰
（
【
目
、
昌
巳
Ｏ
§

ぬ
冒
匡
○
匡
呂
目
冨
宮
島
目
唱
の
…
ず
号
侭
冒
》
Ｆ
ｚ
）
と
規
定
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
学
説
Ｂ
の
理
論
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
る
。自

立
論
証
の
用
・
不
用
を
自
立
派
・
帰
謬
派
の
言
説
有
理
解
の
相
違
に

咽

求
め
る
と
さ
れ
る
学
説
』
（
Ｆ
ｚ
）
も
、
学
説
Ｂ
に
基
づ
く
と
い
う
意
味
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に
お
い
て
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
独
自
な
主
張
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
第
八

章
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
自
立
論
証
批
判
に
て
詳
説
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
『
道

次
第
大
論
』
と
『
善
説
心
髄
』
に
お
け
る
自
立
論
証
批
判
の
力
点
の
相
違
、

す
な
わ
ち
、
「
量
の
一
致
顕
現
」
が
あ
り
得
な
い
と
い
う
主
張
か
ら
「
言

説
無
自
相
」
へ
の
推
移
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

学
説
Ａ
は
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
が
絶
対
否
定
た
る
空
性
（
禺
目
冒
副
己

⑮

目
＆
信
侭
）
を
勝
義
諦
で
あ
る
と
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
自
性
を
排

除
す
る
の
み
の
も
の
（
常
呂
冨
匡
目
目
四
目
冨
儲
胃
且
冒
庁
笛
冒
）
（
Ⅱ
絶

対
否
定
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
象
を
ど
う
し
て
否
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う

か
。
（
中
略
）
そ
の
よ
う
な
分
別
さ
え
も
過
失
で
あ
る
と
見
て
、
善
い
分

別
（
胃
目
［
８
巴
と
悪
い
分
別
（
目
ｐ
Ｈ
８
巴
の
い
ず
れ
を
も
否
定
す
る

な
ら
ば
、
中
国
の
戒
師
和
尚
の
教
義
を
樹
立
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
こ
と

⑯

は
明
白
で
あ
る
」
（
Ｆ
巴
と
い
う
主
張
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
後

者
は
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
自
身
で
あ
れ
ば
「
否
定
対
象
の
確
認
が
過
大
な
る

［
他
宗
］
の
批
判
」
に
お
け
る
総
括
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

第
九
章
ツ
ォ
ン
カ
パ
哲
学
の
根
本
的
立
場
で
は
、
学
説
Ａ
が
「
離
辺
中

観
説
」
批
判
と
他
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

勝
義
諦
を
「
有
・
無
（
望
略
日
の
ｇ
）
と
、
で
あ
る
・
で
な
い
（
国
営

目
ロ
）
等
の
一
切
の
辺
を
離
れ
」
（
「
見
解
弁
別
』
）
た
も
の
と
説
く
「
離

辺
中
観
説
」
に
共
通
す
る
見
方
と
し
て
、
中
観
派
（
ま
た
は
帰
謬
派
）
に

⑬

は
、
「
言
説
に
お
い
て
も
、
主
張
は
無
い
」
Ｐ
宛
）
、
「
自
宗
は
何
も
無

⑲

い
」
Ｐ
巴
と
い
う
考
え
方
が
指
摘
さ
れ
る
。
第
十
章
ツ
ォ
ン
カ
パ

と
離
辺
中
観
説
で
は
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
お
け
る
相
対
否
定
と
絶
対
否
定
と

の
二
種
否
定
に
対
す
る
考
察
を
踏
ま
え
た
上
で
、
中
観
派
に
お
け
る
有
主

張
説
が
詳
説
さ
れ
る
。

ツ
ォ
ン
カ
パ
の
思
想
を
批
判
し
た
最
も
初
期
の
学
者
の
一
人
に
、
サ
キ

ャ
派
の
タ
ク
ッ
ァ
ン
パ
（
雇
呂
‐
ご
が
い
る
。
彼
は
『
学
説
全
知
』
に

お
い
て
、
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
に
対
し
て
、
十
八
の
矛
盾
の
重
荷
（
冨
巴
冨
巨

匡
日
ｏ
言
ロ
胃
○
百
四
且
）
を
指
摘
し
た
。
第
五
章
タ
ク
ッ
ァ
ン
パ
の

ツ
ォ
ン
カ
パ
批
判
で
は
、
タ
ク
ッ
ァ
ン
パ
は
、
ヅ
ォ
ン
カ
パ
の
、
色
等
は

「
量
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
」
と
い
う
言
説
有
に
関
す
る
主
張
を
「
自

立
し
得
る
も
の
」
（
厨
冒
鴨
号
呂
）
と
解
し
て
批
判
し
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
。

以
上
、
簡
単
に
学
説
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｊ
を
用
い
て
、
本
書
第
四
章
か
ら

第
十
章
ま
で
の
内
容
を
概
観
し
た
。

次
い
で
評
者
の
責
務
と
し
て
、
多
少
な
り
と
も
本
書
に
対
す
る
論
評
を

加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
「
離
辺
中
観
説
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
離
辺
中
観
説
」
で
は
、

勝
義
諦
は
「
有
・
無
と
、
で
あ
る
・
で
な
い
等
の
一
切
の
辺
を
離
れ
」
た

も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
一
方
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
勝
義
諦
を
、
絶
対
否

定
た
る
空
性
と
主
張
す
る
と
と
も
に
、
空
性
を
「
無
分
別
・
無
戯
論
」
と

⑳

規
定
す
る
中
観
派
の
伝
統
を
も
承
け
継
い
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
大
切
な
の
は
「
離
辺
中
観
説
」
に
よ
る
勝
義
諦
理
解
を
「
不
可
説
の
実

在
の
肯
定
」
と
断
罪
す
る
こ
と
の
み
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
「
無
分
別
・

無
戯
論
」
と
の
規
定
を
い
か
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
「
不
可
説
・
無
戯
論
」
に
対
す
る
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
考
え
方
に
つ
い
て
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⑳

は
、
「
密
意
解
明
」
等
の
記
述
を
参
照
さ
れ
た
い
。

ま
た
ツ
ォ
ン
カ
パ
が
勝
義
諦
で
あ
る
と
す
る
絶
対
否
定
た
る
空
性
を
、

コ
ラ
ン
パ
が
世
俗
で
あ
る
と
反
論
し
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
「
そ
れ
（
Ⅱ

生
起
等
の
否
定
）
も
、
道
理
に
よ
っ
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
世
俗
に
他
な

ら
な
い
」
と
の
ジ
ュ
ニ
ヤ
ー
ナ
ガ
ル
バ
（
『
二
諦
分
別
論
』
）
の
説
が
指
摘

⑳

さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
理
解
で
あ
れ
ば
、
「
勝
義
と

し
て
生
起
す
る
こ
と
等
の
否
定
は
世
俗
な
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
こ

と
は
、
肚
俗
と
し
て
有
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
世
俗
で
あ
る
と
説
い

⑳

て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
も
読
者
に
は
知
っ
て
お
い
て

い
た
だ
き
た
い
。

次
い
で
二
種
の
否
定
、
と
く
に
絶
対
否
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
書
に

よ
っ
て
絶
対
否
定
の
観
念
は
、
否
定
対
象
、
否
定
対
象
の
否
定
、
他
の
法

と
い
う
三
項
よ
り
な
り
、
否
定
対
象
と
他
の
法
と
の
二
つ
は
と
も
に
否
定

⑭

し
う
る
、
と
の
指
摘
は
き
わ
め
て
有
益
で
あ
る
。
ツ
ォ
ン
カ
パ
自
身
も
次

⑳

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

否
定
対
象
を
直
接
に
排
除
す
る
こ
と
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
意
味
に
二

つ
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
相
対
否
定
（
目
四
嵐
口
侍
緒
）
と
は
、
否

定
対
象
を
直
接
に
排
除
し
て
か
ら
、
他
の
法
を
投
じ
る
も
の
で
あ
る
。

…
・
・
・
絶
対
否
定
（
日
＆
信
侭
）
と
は
、
否
定
対
象
を
直
接
に
排
除

し
て
か
ら
、
他
の
法
を
投
じ
な
い
も
の
で
あ
る
。
…
…
［
『
思
択
炎
」

に
お
け
る
］
証
明
す
る
（
の
四
号
）
、
証
明
し
な
い
（
目
、
四
号
）
と

は
、
投
じ
る
（
宮
冨
ロ
）
、
投
じ
な
い
（
目
官
房
目
）
と
同
義
で
あ

り
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
も
の
ａ
の
言
い
鴨
冨
口
冒
Ⅱ
他
の
法
）
と

は
、
否
定
対
象
の
否
定
の
み
（
侍
紺
ご
画
房
侭
（
の
四
日
）
［
を
意
味

す
る
の
］
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
と
く
に
絶
対
否
定
で
あ
れ
ば
、
他
の
法
を
投
じ
な
い
が
、

否
定
対
象
の
否
定
の
み
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
性
の
否
定
の
み
（
局
目

冨
宮
口
昇
品
庁
困
日
）
が
所
証
（
房
四
号
ご
画
）
で
あ
る
と
の
理
解
が
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

絶
対
否
定
は
、
相
対
否
定
と
異
な
っ
て
、
排
中
律
を
前
提
と
し
な
い
否

⑳

定
で
あ
る
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
あ
っ
て
は
、

絶
対
否
定
で
あ
っ
て
も
排
中
律
に
従
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
こ
と
は
、
本

⑳

害
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
何
故
ツ
ォ
ン
カ
パ
は
、
絶
対
否

定
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
有
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ

う
な
見
解
は
、
「
自
性
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
象
を
ど
う

し
て
否
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
」
Ｐ
宛
〕
前
掲
）
と
い
う
主
張
と
意
を

一
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
そ
し
て
ツ
ォ⑳

ン
カ
パ
自
身
は
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、

絶
対
否
定
と
は
、
第
一
義
的
に
は
、
自
性
を
否
定
対
象
と
す
る
と
い
う
認

識
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
提
示
可
能
な
見
解
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
で
は
直
接
扱
わ
れ
な
い
が
、
著
者
は
如
来
蔵
思
想
、
お
よ
び
密
教

⑳

に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
有
さ
れ
る
論
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
読
者
は
、
決
し
て
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
に
あ
っ
て
も
、
如
来
蔵
思
想
、
密

教
に
よ
る
行
は
否
定
さ
れ
る
と
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
密

教
に
対
し
て
は
、
『
道
次
第
大
論
』
の
末
尾
に
そ
の
実
践
に
入
る
こ
と
が

⑳

促
さ
れ
、
タ
ン
ト
ラ
、
と
く
に
、
ま
さ
に
こ
の
生
に
お
い
て
（
旨
巴
く
ゆ

］
目
昌
Ｐ
日
）
、
速
や
か
に
佛
位
を
得
よ
う
と
す
る
無
上
玲
伽
タ
ン
ト
ラ
の
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所
化
に
は
、
一
般
の
大
乗
、
す
な
わ
ち
波
羅
蜜
多
乗
の
所
化
以
上
に
、
強

⑪

い
悲
が
必
要
で
あ
る
と
解
し
う
る
記
述
も
認
め
ら
れ
る
。

如
来
蔵
思
想
に
つ
い
て
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
自
身
、
如
来
蔵
説
に
言
及
し
た

記
述
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
「
勝
者
に
よ
っ
て
お
説

き
に
な
ら
れ
た
限
り
の
、
空
性
を
説
示
す
る
経
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
煩
悩

を
払
い
除
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
界
ａ
冨
日
）
を
害
な
う
も
の
で

は
な
い
」
（
「
讃
法
界
頌
』
）
と
に
お
け
る
「
界
」
を
「
諦
執
の
対
象
で
あ

る
、
二
我
が
否
定
さ
れ
た
本
性
清
浄
な
界
、
［
す
な
わ
ち
］
空
性
」
と
解

し
た
上
で
、
「
如
来
性
（
号
冨
巨
口
隠
の
鴨
冒
宮
与
国
日
切
Ⅱ
如
来
蔵
）
は

⑫

無
い
と
教
示
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
記
述
が
重
要
で
あ
る
。

書
評
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。

四

評
者
は
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
本
書
評
を
草
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
締

め
切
り
を
気
に
掛
け
な
が
ら
も
、
繰
り
返
し
本
書
を
読
み
、
本
書
を
正
し

く
理
解
す
る
こ
と
に
努
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
評
者
が
上
記
で
述
べ
得

た
こ
と
は
わ
ず
か
ば
か
り
の
も
の
で
あ
る
。
評
者
は
本
書
を
通
し
て
、
上

記
以
上
に
多
く
を
学
び
独
た
。
随
時
機
会
を
と
ら
え
て
、
評
者
等
の
ヅ
ォ

ン
カ
パ
研
究
に
活
か
し
て
い
き
た
い
。
い
ま
は
次
の
二
つ
が
、
評
者
が
本

書
を
通
し
て
椎
得
し
得
た
最
大
の
恩
恵
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
、
こ
の

佛
教
思
想
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
、
哲
学
的
に
追
求
す
る
に
あ
た
つ

⑬

て
は
、
と
く
に
二
諦
説
が
考
察
の
中
心
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
、
こ
こ
で
は
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
思
想
が
研
究
対
象
で
あ
る
が
、
そ
の
研

究
対
象
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
伝
統
的
な
考
え
方
を
踏
ま
え

な
が
ら
も
、
つ
ね
に
批
判
的
な
、
す
な
わ
ち
理
性
的
な
立
場
で
望
む
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
本
書
に
は
七
項
目
か
ら
な
る
詳
細
な
索
引
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
読
者
、
こ
と
に
佛
教
を
原
典
を
通
し
て
学
ぶ
者
に
と
っ
て
き
わ
め

て
有
益
で
あ
る
。
評
者
等
も
そ
れ
を
範
と
し
た
い
。

略
号
・
使
用
文
献

の
幻
へ
碕
漫
ご
昌
包
。
。
冒
曾
、
息
四
角
昌
密
意
解
明
』

小
川
一
乗
『
空
牲
思
想
の
研
究
Ⅱ
』
（
第
二
部
）
、
文
栄
堂
、
一
九

八
八
年
。

Ｆ
ｚ
旧
侭
吻
蹴
員
息
罫
曾
「
稗
説
心
伽
』

片
野
道
雄
／
ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
「
中
観
哲
学
の
研
究
Ⅱ
」
文

栄
堂
、
一
九
九
八
年
。

Ｆ
”
旧
国
営
司
曽
＆
豊
蒼
。
『
道
次
第
大
論
』

長
尾
雑
人
『
西
蔵
佛
教
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
。

Ｆ
屈
○
ヨ
Ｆ
画
曽
司
曽
３
ミ
ミ
「
道
次
第
略
論
』

ツ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
／
向
Ⅲ
川
仁
『
中
観
哲
学
の
州
究
Ｉ
』
文

栄
堂
、
一
九
九
六
年
。

ｚ
”
吻
潭
街
、
雪
＆
§
蒼
。
『
真
言
道
次
第
大
論
』

高
田
仁
蝿
「
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ
ト
真
言
密
教
の
研
究
」
間
野
山
大

学
、
一
九
七
八
年
。

（
雪
詞
の
み
ラ
サ
版
、
他
は
タ
シ
ル
ン
ポ
版
を
川
い
る
。
）

註、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
ロ
ー
マ
字
表
記
の
方
法
に
は
、
ワ
ィ
リ
ー
方
式
、
ダ
ス
方
式
、

イ
ェ
シ
ュ
ヶ
式
等
が
あ
り
、
評
者
は
ワ
イ
リ
ー
方
式
を
用
い
る
の
を
通
例
と
す

る
が
、
こ
こ
で
は
「
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
哲
学
』
に
用
い
ら
れ
る
転
写
方
式
に
し
た

が
っ
て
表
記
す
る
。
そ
れ
は
基
本
的
に
は
ダ
ス
方
式
で
あ
る
。
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①
本
書
二
九
七
頁
。
居
幻
↓
冨
い
ち
冨
由
．
長
尾
訳
一
二
四
頁
。
Ｑ
・
Ｆ
ｚ
も
富
》

急
Ｋ
‐
印
片
野
／
ツ
ル
テ
ィ
ム
訳
一
九
頁
、
日
”
の
ｚ
〕
ｇ
い
ち
四
塁
‐
輿

］
語
呂
＆
．
ツ
ル
テ
ィ
ム
／
高
田
訳
五
一
、
七
五
頁
。

②
本
書
一
八
○
頁
。
。
”
》
日
い
』
囲
巴
‐
回
小
川
訳
一
二
一
、
四
二
五
頁
。

③
本
書
に
は
袴
谷
憲
昭
博
士
に
よ
る
書
評
（
『
駒
沢
短
期
大
学
佛
教
論
集
」
第

四
号
、
一
九
九
八
年
一
○
月
）
が
あ
り
、
概
ね
本
書
の
主
張
に
沿
っ
た
内
容
概

略
と
、
本
書
を
読
む
上
で
の
有
益
な
情
報
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
書
評
に

つ
い
て
は
、
ツ
ル
テ
ィ
ム
先
生
を
介
し
て
、
小
谷
信
千
代
先
生
か
ら
教
え
て
い

た
だ
き
ま
し
た
こ
と
感
謝
い
た
し
ま
す
。

④
た
と
え
ば
、
サ
キ
ャ
・
パ
ン
デ
ィ
タ
（
巨
闇
‐
忌
日
）
、
レ
ン
ダ
ワ

（
属
お
‐
雇
届
）
に
は
学
説
Ｂ
は
挽
か
れ
な
い
。
本
書
一
九
○
頁
註
（
調
）
、

一
八
五
頁
。

⑤
本
書
一
六
五
頁
。
Ｆ
詞
》
息
》
目
与
陣
長
尾
訳
一
六
五
頁
。

⑥
本
書
二
三
○
頁
。
の
詞
》
目
“
》
罷
巴
‐
Ｐ
小
川
訳
三
五
、
三
六
六
頁
。

⑦
本
書
二
三
○
頁
。
の
詞
》
白
鯉
》
閉
Ｅ
‐
口
小
川
訳
三
一
’
三
三
、
三
六
三
頁
。

⑧
本
書
二
三
七
頁
。
Ｆ
詞
．
冨
画
＄
匿
ふ
．
促
尾
訳
一
六
二
頁
。

⑨
本
書
二
三
八
頁
。
旧
知
》
冒
》
弓
宙
や
亘
．
長
尾
訳
一
七
○
頁
。

⑩
前
註
⑧
に
同
じ
。

⑪
前
註
⑨
に
同
じ
。

⑫
本
書
二
三
六
頁
。
伊
詞
》
冒
也
団
巴
・
長
尾
訳
一
五
九
頁
。

⑬
本
書
二
四
二
頁
。
Ｆ
雪
も
盲
》
圏
思
ゞ
片
野
／
ツ
ル
テ
ィ
ム
訳
七
三
頁
。

⑭
本
書
一
七
九
、
二
六
四
頁
。
旧
冨
９
画
》
恩
恵
‐
田
島
．
片
野
／
ツ
ル
テ
ィ
ム

訳
一
四
五
頁
。
Ｑ
・
伊
幻
》
ｇ
》
烏
留
印
扇
長
尾
訳
二
七
二
頁
。

⑮
「
絶
対
否
定
の
空
性
は
、
真
の
勝
義
の
真
実
で
あ
る
」
と
い
う
説
が
、
そ
の

ま
ま
の
形
で
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
著
作
の
中
に
は
見
出
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
確

認
で
き
な
い
（
本
書
一
六
二
頁
）
、
と
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
「
道
次
第
略

論
」
に
お
け
る
「
勝
義
諦
と
は
否
定
の
基
盤
で
あ
る
有
法
に
お
い
て
、
た
だ
諦

が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
み
と
し
て
規
定
す
る
か
ら
で
あ
り
」
Ｐ
刃
。
ｚ
〕

冒
騨
Ｌ
麗
冨
．
ツ
ル
テ
ィ
ム
／
高
田
訳
一
○
五
頁
）
、
「
諦
が
排
除
さ
れ
て
い
る

こ
と
の
み
の
空
性
［
す
な
わ
ち
］
勝
義
諦
」
Ｐ
詞
○
舅
冒
回
面
呂
冨
．
ツ
ル
テ

ィ
ム
／
高
田
訳
二
一
七
頁
）
等
が
注
意
さ
れ
る
。

⑯
本
書
一
六
二
、
二
○
九
、
二
八
八
頁
。
Ｆ
罰
》
富
＆
麗
龍
＆
．
長
尾
訳
一
九

三
頁
。

⑰
本
書
二
○
七
頁
。

⑱
本
書
三
○
二
’
三
○
三
頁
。
Ｆ
刃
”
冒
上
巳
烏
ふ
．
長
尾
訳
二
四
一
’
二
四

二
頁
。

⑲
本
書
三
○
一
’
三
○
二
頁
。
Ｆ
刃
〕
冒
》
き
爵
甲
匿
．
長
尾
訳
二
三
五
’
二
三

七
頁
。

⑳
本
書
二
二
一
頁
。

⑳
の
詞
》
目
色
胃
隠
冨
‐
鰐
誤
写
甲
誤
い
己
小
川
訳
九
四
、
三
二
○
、
四
○
九
、

五
五
四
頁
。
Ｆ
詞
の
ヨ
も
言
〕
ｇ
舎
甲
ｇ
留
悼
ツ
ル
テ
ィ
ム
／
簡
旧
訳
一
二
三

’
一
二
五
頁
。

⑳
本
書
一
六
四
、
二
二
○
頁
。

⑳
旧
”
〔
豊
も
言
い
８
９
‐
吟
ツ
ル
テ
ィ
ム
／
向
田
訳
一
二
七
頁
。

⑳
本
書
三
二
七
頁
。

⑳
旧
Ｚ
も
宮
』
扇
冨
‐
辰
歯
、
片
野
／
ツ
ル
テ
ィ
ム
訳
二
二
九
頁
。
Ｑ
，
本
番

三
二
三
頁
。

⑳
桂
紹
降
「
イ
ン
ド
人
の
術
理
学
」
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
年
、
一
六
二
頁
。

Ｑ
・
本
書
三
二
五
頁
。

⑳
本
書
三
二
五
’
三
二
六
頁
。

⑳
た
と
え
ば
、
「
善
説
心
髄
」
は
「
湖
に
お
け
る
煙
の
雛
」
を
絶
対
否
定
の
一

例
と
し
て
言
及
さ
れ
る
。
Ｆ
戸
吾
角
》
巨
浮
吟
巨
①
巴
・
片
野
／
ツ
ル
テ
ィ
ム
訳

二
三
五
頁
。

⑳
松
本
史
朗
「
縁
起
と
空
如
来
蔵
思
想
批
判
』
大
蔵
出
版
、
’
九
八
九
年
、

同
『
禅
思
想
の
批
判
的
研
究
」
大
蔵
出
版
、
一
九
九
四
年
。

⑳
長
尾
訳
三
九
七
頁
。
Ｑ
・
旧
罰
の
員
昌
四
》
匿
藍
今
回
ツ
ル
テ
ィ
ム
／
高
田
訳
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一
六
五
頁
。

⑪
三
両
》
隠
．
眉
馬
‐
鰐
高
田
仁
覺
訳
一
七
四
頁
。

⑫
の
詞
．
日
四
》
鵠
宙
印
。
小
川
訳
三
二
二
’
三
二
三
、
五
五
六
頁
、
旧
罰
。
ｚ
〕

嘗
角
．
ら
ぽ
中
］
習
届
．
ツ
ル
テ
ィ
ム
／
高
田
訳
八
一
頁
。
ゲ
ル
ク
派
の
如
来
蔵

思
想
理
解
に
つ
い
て
は
、
ツ
ル
テ
ィ
ム
「
一
乗
思
想
と
如
来
蔵
思
想
に
つ
い

て
」
『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
紀
要
』
第
二
十
六
号
、
一
九
九
三
年
を
参

照
の
こ
と
。

⑬
Ｑ
・
嗣
悶
○
雪
も
富
↓
９
９
③
ツ
ル
テ
ィ
ム
／
岡
川
訳
一
三
一
頁
。

（
一
九
九
七
年
二
月
、
大
蔵
出
版
刊
、
ま
え
が
き
↑
目
次
・

略
号
・
使
用
テ
キ
ス
ト
諏
頁
、
本
文
・
初
川
一
覧
・
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
史
年
表
・
索
引
計
四
四
六
頁
、
定
価
七
○
○
○
円
）
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