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ブ
リ
ヤ
ー
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
文
化
伝
統
に
み
る
仏
教

セ
ル
ゲ
イ
・
レ
ペ
ホ
フ

佐
藤
裕
子　

訳

仏
教
の
「
聖
地
」
と
し
て
の
モ
ン
ゴ
ル

　

モ
ン
ゴ
ル
世
界
は
、「
仏
教
文
明
」
分
布
圏
の
最
北
部
に
あ
り

ま
す
。
神
話
上
の
国
・
シ
ャ
ン
バ
ラ
は
、
時
輪
（
カ
ー
ラ
チ
ャ
ク
ラ
）

の
教
義
に
従
え
ば
、
全
世
界
の
仏
教
流
布
の
起
源
で
あ
り
、
お

お
よ
そ
こ
の
地
域
に
位
置
し
ま
し
た（１
）。
し
た
が
っ
て
、
モ
ン
ゴ

ル
の
国
土
は
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
聖
地
で
あ
り
ま
し
た
。

　

シ
ャ
ン
バ
ラ
に
つ
い
て
の
知
識
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
よ

り
広
く
見
れ
ば
「
古
代
モ
ン
ゴ
ル
神
話
」
と
「
イ
ン
ド
お
よ
び

イ
ラ
ン
・
ペ
ル
シ
ア
の
神
話
」
に
ど
ん
な
関
連
が
あ
る
の
か
は
、

徹
底
的
に
研
究
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

古
代
モ
ン
ゴ
ル
の
神
話
と
宗
教
の
形
成
に
、
イ
ラ
ン
・
ペ
ル

シ
ア
の
信
仰
が
、
と
く
に
悠
遠
な
い
に
し
え
の
時
の
向
こ
う
に

消
え
去
ろ
う
と
し
て
い
る
「
ミ
ト
ラ
信
仰
」
が
影
響
し
て
い
る

と
推
定
で
き
ま
す
。﹇
イ
ラ
ン･

ペ
ル
シ
ア
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
聖

典
で
あ
る
﹈
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
の
ミ
ト
ラ
神
も
、﹇
イ
ン
ド
の
聖
典
で

あ
る
﹈
ヴ
ェ
ー
ダ
の
ミ
ト
ラ
神
と
同
様
、
広
い
意
味
で
の
契
約
関

係
、
契
約
の
理
念
を
人
格
化
し
て
い
る
神
で
す
。

　

こ
う
し
た
機
能
は
、
そ
の
後
、
ミ
ト
ラ
を
語
源
と
す
る
「
弥
勒
」

菩
薩
へ
と
、
移
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
場
合
、《
契
約
》の
理
念
は
、
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世
界
へ
の
再
来
の
時
が
訪
れ
た
際
に
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の

す
べ
て
を
救
う
と
い
う
弥
勒
菩
薩
の
《
誓
い
》
に
表
現
さ
れ
て

い
ま
す
。《
契
約
》遵
守
の
原
理
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

古
代
モ
ン
ゴ
ル
人
の
価
値
体
系
や
社
会
の
調
整
シ
ス
テ
ム
に
お

い
て
、
最
も
重
要
な
も
の
で
し
た
。
こ
こ
に
、
ミ
ト
ラ
教
の
影

響
が
あ
る
か
ど
う
か
は
断
定
で
き
ま
せ
ん
が
、
ミ
ト
ラ
信
仰
が

中
央
ア
ジ
ア
の
遊
牧
民
族
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
仏
教
の
弥
勒
信
仰
を
通
じ
て
、
ミ

ト
ラ
教
が
二
重
の
影
響
を
、
つ
ま
り
直
接
的
お
よ
び
間
接
的
影

響
を
与
え
た
と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
弥
勒
信
仰
が
最
大

の
影
響
力
を
も
ち
、
流
布
し
た
の
が
、
ま
さ
に
中
央
ア
ジ
ア
だ

っ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

チ
ベ
ッ
ト
と
モ
ン
ゴ
ル
の
寺
院
の
弥
勒
菩
薩
像
は
、
巨
大

な
大
き
さ
に
達
し
て
い
ま
す
。
実
は
、
像
の
大
き
さ
は
、「﹇
56
億

７
千
万
年
後
の
下
生
の
時
を
待
ち
な
が
ら
﹈
兜
率
天
で
弥
勒
菩
薩

が
過
ご
し
た
年
月
の
長
さ
」
を
表
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、

弥
勒
菩
薩
像
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
よ
り
早
く
未
来
仏

が
到
来
す
る
は
ず
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル
と
ブ
リ
ヤ

ー
ト
の
僧
院
で
毎
年
行
わ
れ
る
「
弥
勒
仏
の
転
法
輪
」
の
儀
式

も
ま
た
、
弥
勒
菩
薩
の
到
来
を
早
め
る
使
命
を
担
っ
て
い
ま
し

た
。
こ
う
し
て
、
仏
教
に
お
け
る
「
末
法
思
想
」
は
、
ま
ず
中

央
ア
ジ
ア
で
、
な
か
で
も
モ
ン
ゴ
ル
で
最
初
に
具
体
化
し
た
の

で
し
た
。『
運
命
の
書
』
と
し
て
の
『
マ
イ
ダ
ラ
（
弥
勒
）
の
書
』

が
、
中
央
ア
ジ
ア
の
英
雄
叙
事
詩
『
ゲ
セ
ル
』（
ゲ
セ
ル
＝
ハ
ン

物
語
）
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

チ
ン
ギ
ス
＝
ハ
ン
を
筆
頭
に
、
モ
ン
ゴ
ル
史
上
の
多
く
の
行

動
家
た
ち
は
、
仏
教
文
化
の
「
シ
ャ
ン
バ
ラ
神
話
」
の
世
界
観

に
し
た
が
っ
て
理
解
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
運

命
は
常
に
、
こ
の
神
話
と
関
係
し
て
い
ま
し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
帝

国
が
、
よ
り
大
き
な
領
土
へ
と
影
響
力
を
広
げ
た
結
果
、
仏
教

文
化
の
基
本
的
な
型
も
、
あ
る
程
度
、
統
一
さ
れ
ま
し
た
。
モ

ン
ゴ
ル
帝
国
時
代
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
人
は
、
チ
ベ
ッ
ト
、
中

国
、
モ
ン
ゴ
ル
を
「
ひ
と
つ
の
文
化
的
統
一
」
へ
と
統
合
し
た

力
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
統
合
は
、
文
化
面
で
は
、
イ
ン
ド
に

お
け
る
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
王
朝
と
対
比
で
き
る
重
要
性
を
も
っ

て
い
ま
し
た
。

　

チ
ベ
ッ
ト
の
歴
史
書
『
デ
プ
テ
ル
・
グ
ン
ポ
』
お
よ
び
『
パ
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ク
サ
ム
・
ジ
ュ
ン
サ
ン
』
で
、
チ
ベ
ッ
ト
の
ヤ
ツ
ェ
王
の
王
統

が
言
及
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
王
の
ひ
と
り
が
、
ア
ソ
デ
王
で

あ
り
、
彼
は
「
古
代
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
の
金
剛

座
に
捧
げ
た
、
四
十
四
の
都
市
を
描
く
奉
納
物
を
買
い
取
り
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
こ
ろ
、
モ
ン
ゴ
ル
人

0

0

0

0

0

の
も
と
に
あ
っ
た

の
で
す
。
こ
の
獲
得
を
祝
し
て
、
王
は
供
物
を
捧
げ
、
長
い
法

要
を
行
い
ま
し
た（２
）」。
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
王
は
、

「
都
市
の
建
設
」
に
よ
っ
て
、
自
分
の
王
国
を
「
創
造
す
る
」
か

の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
た
め
四
十
四
都
市
の
奉
納
物
は
、
ヴ
ィ

ジ
ャ
ヤ
（
支
配
と
征
服
）
の
シ
ン
ボ
ル
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

仏
舎
利
塔
や
僧
院
の
建
設
は
、「
法
に
よ
る
征
服（dharm

a-vijaya

）」

を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
奉
納
物
は
、
こ
こ
で

は
権
力
の
シ
ン
ボ
ル
お
よ
び
政
権
の
委
任
状
と
し
て
理
解
す
る

べ
き
な
の
で
す
（
３
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
奉
納
物
が
、
モ
ン
ゴ
ル
人

の
手
元
に
渡
り
、
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
チ
ベ
ッ
ト
に
あ
る

解
説　

ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
は
、
人
口
50
万
ほ
ど
の
モ
ン
ゴ
ル
系
民
族
で
、
ロ
シ
ア
連
邦
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
共
和
国
を

中
心
に
、
国
境
を
接
す
る
モ
ン
ゴ
ル
北
部
、
中
国
の
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
な
ど
に
住
ん
で
い
ま
す
。
バ
イ
カ
ル
湖

畔
の
同
共
和
国
の
面
積
は
ほ
ぼ
日
本
と
同
じ
で
、
１
６
８
９
年
に
ロ
シ
ア
領
に
、
１
９
２
３
年
に
ソ
連
領
に
な

り
ま
し
た
。

　

18
世
紀
の
初
め
ま
で
に
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
の
間
に
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
が
広
が
り
、
チ
ベ
ッ
ト
と
の
精
神
的
・
人

的
絆
が
強
ま
り
ま
し
た
。
ロ
シ
ア
帝
室
は
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
の
仏
教
信
仰
を
認
め
、
チ
ベ
ッ
ト
と
の
回
路
を
開
こ

う
と
し
ま
し
た
。
19
世
紀
末
に
は
、
ロ
シ
ア
、
中
国
、
イ
ン
ド
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
諸
国
に
〝
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
〞が
で
き
て
お
り
、
ア
ジ
ア
の
覇
権
を
ね
ら
う
イ
ギ
リ
ス
と
ロ
シ
ア
が
繰
り
広
げ
た
、
い
わ
ゆ
る「
グ

レ
ー
ト
・
ゲ
ー
ム
」
と
か
ら
ん
で
、
チ
ベ
ッ
ト
は
戦
略
的
要
地
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。
中
国
も
宗
主
権
を
主

張
し
ま
し
た
。
そ
の
渦
中
に
お
か
れ
た
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
13
世
は
、
英
国
と
中
国
の
圧
力
に
直
面
し
て
、
ロ
シ
ア

に
接
近
し
ま
し
た
。
こ
の
論
文
の
前
提
に
は
、
そ
う
い
う
歴
史
的
背
景
が
あ
り
ま
す
。
文
中
に
出
て
く
る
ア
グ

ヴ
ァ
ン
＝
ド
ル
ジ
ェ
は
、
ロ
シ
ア
国
籍
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
で
あ
り
、
ラ
サ
で
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
学
び
、
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
13
世
の
相
談
役
に
な
っ
た
人
物
で
、「
ロ
シ
ア
と
チ
ベ
ッ
ト
」
の
仲
介
役
に
な
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
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こ
と
が
分
か
っ
た
こ
と
を
、『
パ
ク
サ
ム
・
ジ
ュ
ン
サ
ン
』
で
ス

ン
バ
・
ハ
ン
ボ
が
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
を
「
仏

教
文
明
の
広
が
り
の
軌
跡
」
を
示
す
事
例
と
し
て
研
究
す
べ
き

で
す
。
こ
の
仏
教
文
明
の
聖
礼
の
シ
ン
ボ
ル
こ
そ
が
、
四
十
四

都
市
を
描
い
た
奉
納
物
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、

チ
ベ
ッ
ト
人
自
身
は
、
モ
ン
ゴ
ル
こ
そ
が
仏
教
文
明
の
出
発
点

だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

帝
権
と
教
権

│
二
つ
の
原
理
の
統
合

　

Ｒ
・
Ｅ
・
プ
バ
エ
フ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
の
ソ
ン
ツ
ェ
ン
・
ガ
ン

ポ
王
（
７
世
紀
）
と
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
皇
帝
フ
ビ
ラ
イ
＝
ハ
ン
（
13

世
紀
）
が
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
特
別
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
指

摘
し
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
ア
シ

ョ
ー
カ
王
の
時
代
に
、
二
つ
の
原
理（lugs guys

）│「
教
義（chos 

lugs

）
と
世
俗
法
（'jig rten lugs

）」
に
基
づ
く
「
帝
権
（rgyal 

srid

）
と
教
権
（cohs srid

）
の
政
治
的
統
一
」
と
い
う
概
念
が
で

き
た
か
ら
で
す
（
４
）。

　

実
際
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
初
め
て
積
極
的
か
つ
意
識
的
に
実

現
し
始
め
た
「
政
治
権
力
の
概
念
（
転
輪
王
の
概
念
）
と
法0

の
絶

対
的
な
宗
教
的
権
威
と
の
統
合
」
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
多
く
の

国
々
に
広
が
っ
て
い
た「
デ
ー
ヴ
ァ
ラ
ー
ジ
ャ
（
神
王
）
信
仰
」﹇
王

を
神
の
化
身
と
す
る
信
仰
﹈
と
、
た
い
へ
ん
よ
く
結
び
つ
き
ま
し
た
。

そ
の
お
か
げ
で
、
そ
れ
ら
の
国
々
で
大
乗
仏
教
が
、
い
ち
早
く

指
導
的
地
位
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
ま
た
、
チ
ン
ギ

ス=

ハ
ン
の
征
服
行
を
理
解
す
る
「
鍵
」
を
、
こ
こ
に
見
て
、
仏

教
史
家
た
ち
は
研
究
し
て
き
た
の
で
す
。

　

日
本
に
は
、「
チ
ン
ギ
ス=

ハ
ン
の
正
体
は
、
実
は
奇
跡
的
に

生
き
の
び
た
源
義
経
で
あ
る
」
と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
が
、

興
味
深
い
こ
と
で
す（５
）。
こ
の
伝
説
は
明
ら
か
に
、〝
神
話
上
の
一

人
の
王
マ
ハ
ー
・
サ
ン
マ
テ
ィ
か
ら
、
仏
教
世
界
の
す
べ
て
の

王
国
が
生
じ
た
〞
と
い
う
概
念
と
よ
く
融
合
し
て
い
ま
す
（
あ
る

い
は
、
そ
の
産
物
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）。

　

モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
仏
教
流
布
と
、
仏
教
が
国
教
の
地
位
を

獲
得
す
る
歴
史
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
意
義
を
も
つ
の
が
、

サ
キ
ャ
派
の
指
導
者
パ
ク
パ
と
フ
ビ
ラ
イ
＝
ハ
ン
と
の
出
会
い

で
し
た
。
１
２
５
３
年
、
シ
ャ
ン
ド
ゥ
で
の
こ
と
で
す
。
こ
の

出
会
い
と
同
時
に
行
わ
れ
た
外
交
折
衝
に
よ
っ
て
、
モ
ン
ゴ
ル

帝
国
へ
の
チ
ベ
ッ
ト
の
従
属
に
関
す
る
問
題
が
解
決
さ
れ
、
同
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様
に
、
二
つ
の
文
書
（「
真
珠
国
書
」
と
「
チ
ベ
ッ
ト
国
書
」）
の
中
で
、

モ
ン
ゴ
ル
の
ハ
ン
の
国
家
政
策
の
有
名
な
「
二
つ
の
原
理
」
が

初
め
て
記
録
に
留
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
文
書
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
こ
の
「
二
つ
の
原
理
」
の
本
質
は
、
国
家
権
力

は
相
互
に
支
え
合
う
「
世
俗
的
原
理
（
ハ
ガ
ナ
ト
）
と
宗
教
的
原

理
（
ダ
ル
マ
）」
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
真

珠
国
書
」
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
フ
ビ
ラ
イ
の
勅
令
で
し
た
。

　

モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
群
雄
割
拠
と
仏
教
凋
落
の
時
代
に
、
こ

れ
ら
の
原
理
を
復
活
さ
せ
た
目
的
は
、「
国
の
統
一
」
お
よ
び
「
一

人
の
統
治
者
の
手
に
権
力
を
集
中
さ
せ
る
」
た
め
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
・
政
治
的
基
盤
を
得
る
こ
と
で
し
た
。
事
実
、
こ
れ
を

目
指
し
た
の
が
、
ア
ル
タ
ン
＝
ハ
ン
で
し
た
。
彼
は
、
黄
教
（
ゲ

ル
ク
派
／
黄
帽
派
）
の
教
え
を
信
奉
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
、
第

三
代
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
、
ソ
ナ
ム
・
ギ
ャ
ツ
ォ
か
ら
「
千
輪
を
回

転
さ
せ
る
転
輪
聖
王
」
の
称
号
を
受
け
ま
し
た
。

　

政
治
行
政
の
「
二
つ
の
法

0

0

0

0

」
あ
る
い
は
「
二
つ
の
原
理

0

0

0

0

0

」
は
、

中
観
派
に
よ
る
「
二
諦

0

0

﹇
世
俗
諦
・
勝
義
諦
﹈
説0

」
理
論
を
、
社

会
的
・
哲
学
的
に
再
認
識
す
る
こ
と
で
し
た
。

　

こ
う
し
て
、
モ
ン
ゴ
ル
文
化
と
そ
の
担
い
手
で
あ
る
モ
ン
ゴ

ル
人
た
ち
は
、「
仏
教
文
明
の
流
布
」
と
い
う
理
念
の
歴
史
的
に

予
定
さ
れ
た
体
現
者
と
し
て
、
ま
た
、
こ
れ
は
強
調
す
る
必
要

が
あ
る
の
で
す
が
、
分
か
ち
が
た
く
結
ば
れ
影
響
し
合
う
「
世

俗
権
力
と
宗
教
権
力
」
の
「
契
約

0

0

の
原
理
」
に
基
づ
い
た
存
在

と
し
て
、
長
い
間
、
仏
教
世
界
で
理
解
さ
れ
て
き
ま
し
た（６
）。
こ

う
し
た
契
約
に
つ
い
て
の
認
識
も
ま
た
、
仏
教
伝
来
以
前
の
古

代
モ
ン
ゴ
ル
文
化
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
し
た
。

　

仏
教
文
明
に
お
い
て
、
モ
ン
ゴ
ル
文
化
は
、
弥
勒
菩
薩
信
仰

お
よ
び
シ
ャ
ン
バ
ラ
の
イ
メ
ー
ジ
を
通
じ
て
、「
未
来
へ
方
向
づ

け
ら
れ
た
秘
蹟
的
な
聖
な
る
時
間
と
空
間
の
モ
デ
ル
」
を
実
現

し
な
が
ら
、
中
央
ア
ジ
ア
と
東
ア
ジ
ア
地
域
を
文
化
的
・
文
明

的
統
一
体
へ
と
統
合
し
、「（
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
・
文
化
の
根
源
を
も
つ
）

世
俗
権
力
と
聖
な
る
権
力
と
の
相
互
関
係
の
普
遍
的
モ
デ
ル
」

を
確
立
す
る
こ
と
で
、《
調
停
者
》
と
《
統
合
者
》
の
役
割
を
果

た
し
て
い
た
と
、
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

現
代
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
研
究
者
で
政
治
家
で
も
あ
る
Ａ
・
Ａ
・

エ
ラ
エ
フ
は
「
ブ
リ
ヤ
ー
ト
民
族
は
、
モ
ン
ゴ
ル
と
い
う
共
通

の
起
源
と
仏
教
の
主
要
思
想
を
も
つ
『
中
央
ア
ジ
ア
文
明
』
に

所
属
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
民
族
が
他
の
民
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族
や
言
語
の
影
響
に
対
し
て
民
族
的
・
文
化
的
に
対
抗
す
る
点

で
、
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た（７
）」
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

よ
り
正
確
に
は
、
わ
た
し
た
ち
は
仏
教
に
関
し
て
は
、
他
言

語
と
他
民
族
か
ら
影
響
を
受
け
た
実
例
を
知
っ
て
い
ま
す
。
ブ

リ
ヤ
ー
ト
人
の
間
に
仏
教
が
広
ま
る
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
な
っ

た
「
チ
ベ
ッ
ト
の
ラ
マ
僧
た
ち
の
訪
問
」、
そ
し
て
「
ブ
リ
ヤ
ー

ト
仏
教
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
語
の
役
割
」
を
思
い
出
す
だ
け
で

十
分
で
し
ょ
う
。
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
ラ
マ
教
（
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
）
寺

院
は
、
１
９
１
７
年
の
ロ
シ
ア
革
命
以
前
に
、
著
し
い
出
版
の

基
盤
を
備
え
、「
大
蔵
経
（
カ
ン
ジ
ュ
ル
）」
を
モ
ン
ゴ
ル
語
で
な

く
チ
ベ
ッ
ト
語
で
印
刷
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
自

然
な
こ
と
に
さ
え
見
え
た
の
で
す
。

　

こ
う
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、「
信
仰
」
と
い
う
言
葉
の
上
に
「
民

族
の
」
と
つ
け
る
こ
と
は
、
仏
教
の
場
合
、
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し

く
な
い
の
で
す
。「
民
族
の
」
と
い
う
言
葉
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い

の
は
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
し
ょ
う
。
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
の
古
来

の
宗
教
と
し
て
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
こ
そ
、「
民
族
の
信
仰
」
を

ま
と
め
あ
げ
る
も
の
と
し
て
登
場
す
べ
き
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
近
代
ブ
リ
ヤ
ー
ト
に
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
復
活
さ
せ

よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
は
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
し
、
現
在
も
復
活
し
て
い
ま
せ
ん
。

ロ
シ
ア
を
「
仏
教
文
明
の
一
部
」
と
理
解

　

ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
年
代
記
の
中
で
す
で
に
、
仏
教
は
、
単
に
「
宗

教
」
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
中
央
ア
ジ
ア
の
全
域
を
統
一
す
る

精
神
的
基
盤
で
あ
り
、
共
通
の
生
活
様
式
と
し
て
、
つ
ま
り
「
文

明
」と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
さ
に
こ
う
し
た「
文

明
」
の
基
準
を
通
し
て
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
が
ロ
シ
ア
帝
国
の
一
員

と
な
る
こ
と
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
す
。

　

ブ
リ
ヤ
ー
ト
仏
教
徒
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
だ
っ
た
の
が
、

ロ
シ
ア
皇
帝
が
彼
ら
の
宗
教
を
庇
護
す
る
存
在
で
あ
り
、
つ
ま

り
皇
帝
自
身
が
〝
仏
教
徒
〞
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
で
す
。﹇
エ

カ
テ
リ
ー
ナ
女
帝
以
来
﹈
ロ
シ
ア
の
皇
帝
は
、
仏
教
の
「（
女
性
型

の
菩
薩
で
あ
る
）
白
タ
ー
ラ
ー
（
白
多
羅
）
菩
薩
の
化
身
」
と
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
１
９
１
３
年
、
ダ
ン
バ
の
ラ
マ
僧
ウ
リ

ヤ
ノ
フ
の
著
書
『
ロ
マ
ノ
フ
家
に
お
け
る
仏
陀
の
予
言
と

１
９
０
４
〜
１
９
０
５
年
の
チ
ベ
ッ
ト
旅
行
印
象
記（８
）』
が
ペ
テ

ル
ブ
ル
ク
で
出
版
さ
れ
、
そ
の
中
で
「
ロ
マ
ノ
フ
王
朝
は
、
シ
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ャ
ン
バ
ラ
の
最
初
の
統
治
者
で
あ
る
ス
チ
ャ
ン
ド
ラ
国
王
の
末

裔
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

厳
密
に
言
え
ば
、
ロ
シ
ア
国
民
の
帝
国
意
識
は
、
民
族
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、（
帝
国
を
）
ひ
と
つ

の
「
文
明
」
と
見
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
意
味
で
、
世
界
の
各

帝
国
は
各
文
明
で
あ
る
と
見
る
Ｉ
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
に

賛
同
で
き
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
が
「
仏

教
文
明
へ
の
帰
属
」
を
受
け
入
れ
、
か
つ
「
ロ
シ
ア
へ
の
帰
属
」

を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
文
明
の
同
一
性
を
見
て
い
る

の
で
あ
り
、
矛
盾
で
は
な
い
の
で
す
。
Ｔ
・
Ｄ
・
ス
ク
リ
ニ
コ

フ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
ロ
シ
ア
領
土
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人

お
よ
び
カ
ル
ム
イ
ク
人
の
間
で
の
ロ
シ
ア
政
府
に
よ
る
仏
教
保

護
、
な
ら
び
に
、
こ
れ
に
対
す
る
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
の
肯
定
的
反

応
は
、
神
話
に
反
映
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
神
話
は
、
ロ
シ
ア
国

外
の
チ
ベ
ッ
ト
人
居
住
区
で
さ
え
も
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
チ
ベ

ッ
ト
で
は
、
か
つ
て
仏
教
保
護
の
た
め
に
中
国
人
と
戦
っ
た
兵

士
が
、
モ
ン
ゴ
ル
語
お
よ
び
ブ
リ
ヤ
ー
ト
語
で
ロ
シ
ア
人

0

0

0

0

を
意

味
す
る
オ
ロ
ス

0

0

0

と
い
う
言
葉
で
表
記
さ
れ
ま
し
た（９
）」。
そ
の
後
チ

ベ
ッ
ト
で
は
、
す
べ
て
の
外
国
人
た
ち
が
、
そ
う
呼
ば
れ
始
め

ま
し
た
。

　

こ
の
文
脈
で
だ
け
、
ア
グ
ヴ
ァ
ン=

ド
ル
ジ
ェ
（
１
８
５
４
〜

１
９
３
８
、
以
下
、
通
称
の
ド
ル
ジ
エ
フ
と
表
記
）
が
チ
ベ
ッ
ト
に
滞

在
し
た
際
に
陥
っ
た
状
況
が
理
解
で
き
ま
す
。
彼
は
そ
の
状
況

を
、『
自
伝
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

　
「
ロ
シ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
が
別
の
国
で
あ
り
、
そ
の
た
め
ロ
シ
ア

人
は
、
入
国
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
多
く
の
者
た
ち
は

全
く
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
わ
た
し
は
こ
の
こ
と
を
説
明
す

る
決
心
を
し
ま
し
た
。
有
力
者
た
ち
に
、
ロ
シ
ア
と
イ
ギ
リ
ス

の
所
在
地
も
、
こ
れ
ら
の
国
家
そ
の
も
の
も
完
全
に
違
う
の
だ

と
い
う
こ
と
を
、
何
度
も
示
し
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
帝
国
は
、

お
互
い
に
う
ま
く
い
か
な
い
と
言
い
ま
し
た
。
そ
の
上
、
イ
ギ

リ
ス
が
チ
ベ
ッ
ト
と
交
戦
し
た
が
っ
て
い
る
今
、
ロ
シ
ア
人
は

必
ず
チ
ベ
ッ
ト
を
助
け
ま
す
と
、
私
は
報
告
し
、
有
力
者
た
ち

は
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。『
も
し
ロ
シ
ア
が
チ
ベ

ッ
ト
を
庇
護
下
に
置
く
な
ら
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
の
宗
教
は
、
平

安
を
得
る
だ
ろ
う
』
と
、
愚
か
な
私
は
考
え
た
の
で
す
（
10
）」

　

１
９
０
７
年
11
月
に
、
ド
ル
ジ
エ
フ
は
、
ロ
シ
ア
地
理
学
協

会
の
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
＝
タ
ャ
ン
＝
シ
ャ
ン
ス
キ
ー
副
会
長
に
、
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報
告
書
『
モ
ン
ゴ
ル
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
と
、
ロ
シ
ア
の
よ
り
緊

密
な
接
近
に
関
し
て
』を
提
出
し
ま
す
。
そ
の
中
で
、
チ
ベ
ッ
ト
、

モ
ン
ゴ
ル
お
よ
び
ロ
シ
ア
の
文
化
的
・
経
済
的
基
盤
の
上
に
、

こ
れ
ら
の
諸
国
を
「
偉
大
な
仏
教
連
合
」
へ
と
統
一
す
る
こ
と

が
妥
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
（
11
）。

　

ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
民
族
的
共
同
体
が
、
境
界
外
の
世
界
に
加
わ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
３
点
が
考
慮
さ
れ
ま
し
た
。
１
）「
ロ

シ
ア
帝
国
」
と
い
う
国
家
的
共
同
体　

２
）
チ
ン
ギ
ス=

ハ
ン
帝

国
か
ら
始
ま
る
「
モ
ン
ゴ
ル
語
文
化
圏
」。
こ
れ
は
国
家
的
所
産

と
し
て
も
、
文
明
的
所
産
と
し
て
も
解
釈
で
き
る
。
３
）「
仏
教

文
明
」。
こ
の
３
つ
は
同
一
の
も
の
と
見
ら
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま

し
た
。
す
な
わ
ち
、「
ロ
シ
ア
帝
国
」
は
、
仏
教
を
庇
護
す
る
皇

帝
に
よ
り
統
治
さ
れ
て
い
た
た
め
、「
仏
教
文
明
」
の
一
部
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、「
モ
ン
ゴ
ル
」
の
ハ
ン
た
ち

に
よ
る
仏
教
庇
護
は
、
中
央
ア
ジ
ア
・
東
ア
ジ
ア
の
多
く
の
史

料
で
、
議
論
の
余
地
の
な
い
事
実
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

す
べ
て
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
に
と
っ
て
、
常
に
氏
族
固
有
の
特

性
こ
そ
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
行
政
管
理
や
領

土
関
係
諸
機
関
の
活
動
は
、
彼
ら
の
二
次
的
な
レ
ベ
ル
で
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
現
実
化
し
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
よ
り
高
い
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
、
あ
ま

り
よ
く
自
覚
さ
れ
ず
、
そ
れ
も
全
員
が
自
覚
し
て
い
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
民
族
復
興
運
動
の
課
題
と
は
、
ま
さ

に
、
こ
の
最
高
レ
ベ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、（
ロ
シ
ア
帝

国
の
）
秩
序
の
枠
内
で
、
よ
り
大
き
な
社
会
文
化
的
・
歴
史
的
共

同
体
と
の
一
体
化
と
い
う
基
盤
を
踏
ま
え
て
、
現
実
化
す
る
こ

と
で
し
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、「（
ロ
シ
ア
は
仏
教
文
明
の
一
部
で
あ

り
）
文
明
が
同
一
で
あ
る
」
と
見
る
動
き
が
、（
民
族
の
）
最
も
深

い
意
識
を
動
か
し
て
い
っ
た
こ
と
は
理
解
で
き
ま
す
。
し
か
も
、

そ
う
し
た
場
合
に
は
、
民
族
間
の
紛
争
が
最
も
少
な
く
て
す
ん

だ
の
で
す
。

　

こ
の
方
法
が
最
も
妥
当
だ
と
考
え
た
の
が
、
ま
さ
に
ド
ル
ジ

エ
フ
そ
の
人
で
し
た
。

　

１
９
０
５
年
に
お
け
る
皇
帝
支
配
の
本
質
的
な
変
化
﹇
ロ
シ
ア

第
一
革
命
。
皇
帝
崇
拝
の
観
念
を
打
ち
砕
い
た
と
さ
れ
る
﹈
は
、
ブ
リ

ヤ
ー
ト
人
も
含
め
た
、
帝
国
の
国
民
全
員
の
「
民
族
の
自
覚
」

を
先
鋭
化
し
ま
し
た
。
ド
ル
ジ
エ
フ
は
、
当
時
ロ
シ
ア
に
お
り
、
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ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
の
統
一
に
関
わ
る
活
動
に
積
極
的
に
加
わ
り
ま

し
た
。
ツ
ェ
ヴ
ェ
ー
ン
・
ジ
ャ
ム
ツ
ァ
ラ
ー
ノ
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
、「
ア
グ
ヴ
ァ
ン=

ド
ル
ジ
ェ
、
ジ
グ
ジ
ト
・
ダ
ン
ジ

ノ
フ
、
Ｔ
・
イ
レ
ル
ト
ゥ
エ
フ
、
Ｎ
・
デ
ィ
リ
コ
フ
や
Ｇ
・
ボ

ジ
イ
ン
を
長
と
し
た
進
歩
的
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
の
グ
ル
ー
プ
は
、

活
動
範
囲
を
広
げ
な
が
ら
、『
ザ
バ
イ
カ
リ
エ
地
方
お
よ
び
イ
ル

ク
ー
ツ
ク
県
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
住
民
の
グ
ル
ー
プ
す
べ
て
を
、
抑

圧
さ
れ
て
き
た
宗
教
的
・
法
的
お
よ
び
経
済
的
現
状
を
見
す
え

つ
つ
、
統
一
す
る
こ
と
』『
人
類
普
遍
の
原
理
に
至
る
ま
で
、
大

衆
の
自
覚
と
法
意
識
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
』『
現
在
の
共
産
主
義

の
発
展
を
支
持
し
促
進
す
る
こ
と
』
を
目
的
と
す
る
組
織
と
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
活
動
を
始
動
さ
せ
ま
し
た
（
12
）」。

　

こ
の
１
９
０
５
年
が
、
ド
ル
ジ
エ
フ
の
国
際
舞
台
で
の
著
し

い
努
力
と
業
績
に
よ
っ
て
特
筆
さ
れ
る
年
で
あ
る
こ
と
は
興
味

深
い
事
実
で
す
。
こ
の
年
、
イ
ギ
リ
ス
、
ロ
シ
ア
、
中
国
の
間
に
、

チ
ベ
ッ
ト
の
地
位
を
決
定
す
る
三
ヵ
国
の
条
約
が
締
結
さ
れ
ま

し
た
。
ド
ル
ジ
エ
フ
は
自
伝
で
「
こ
の
条
約
は
有
益
で
あ
っ
た
」

「
こ
れ
が
自
分
の
尽
力
の
結
果
で
あ
る
こ
と
が
誇
ら
し
か
っ
た
」

と
記
し
て
い
ま
す
。

　

全
著
作
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
彼
の
「
動
機
」
を
要
約
す

る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
１
）
仏
教
は
、

す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
と
っ
て
有
益
な
「
文
明
的

統
一
体
」
で
あ
り
、（
ま
ず
ロ
シ
ア
に
よ
っ
て
、
可
能
で
あ
れ
ば
他
の

西
欧
諸
国
に
よ
っ
て
）
流
布
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
２
）
ロ
シ

ア
と
チ
ベ
ッ
ト
を
一
つ
の
文
明
的
共
同
体
に
統
一
す
る
こ
と
は
、

両
国
の
仏
教
信
仰
者
、
何
よ
り
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
と
カ
ル
ム
イ
ク

人
の
境
遇
を
楽
に
さ
せ
る
。
３
）
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
す
べ
て
に
仏

教
が
広
ま
る
こ
と
は
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
国
民
の
教
育
水
準
、
総
じ

て
文
化
的
・
文
明
的
水
準
を
向
上
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
目
的
を
追
求
し
て
、
ド
ル
ジ
エ
フ
は
、
古
モ
ン
ゴ

ル
文
字
体
系
を
基
盤
に
立
案
し
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
導
入
し

ま
し
た
。
ま
た
、
出
版
社
「
ナ
ラ
ン
」
の
創
設
、
サ
ン
ク
ト
ペ

テ
ル
ブ
ル
ク
で
の
仏
教
寺
院
建
設
、
ド
ル
ジ
エ
フ
自
身
が
命
名

し
た
哲
学
学
校
「
チ
ョ
イ
ラ
」
の
カ
ル
ム
イ
ク
で
の
創
設
、
仏

教
ア
カ
デ
ミ
ー
の
創
設
、「
チ
ベ
ッ
ト
と
モ
ン
ゴ
ル
の
独
立
強
化
」

や
「
両
国
と
ロ
シ
ア
の
接
近
」
を
目
指
す
外
交
活
動
な
ど
を
行

い
ま
し
た
。
仏
教
の
僧
侶
階
級
の
地
位
を
強
化
す
る
試
み
は
、

地
域
レ
ベ
ル
だ
け
で
な
く
、
全
ロ
シ
ア
で
も
着
手
さ
れ
ま
し
た
。
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ロ
シ
ア
革
命
後
の
「
仏
教
改
革
」
と

　
「
共
産
主
義
へ
の
適
応
」

　

１
９
０
５
年
と
１
９
１
７
年
の
革
命
に
よ
る
政
治
的
変
化
に

影
響
を
受
け
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
で
は
仏
教
に
お
け
る
「
改
革
派
」

運
動
が
動
き
始
め
ま
し
た
。
改
革
派
運
動
は
、
ザ
バ
イ
カ
リ
エ

で
は
、
帝
政
が
計
画
し
た
改
革

│
強
制
的
同
化
や
キ
リ
ス
ト

教
化

│
に
よ
っ
て
、「
煽
動
さ
れ
」
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
改
革

運
動
は
、
帝
政
に
よ
る
改
革
に
反
対
す
る
ブ
リ
ヤ
ー
ト
民
族
の

自
然
な
反
応
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

　

強
制
的
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
、
仏
教
改

革
派
た
ち
は
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
民
族
的
信
仰
で
あ
る
仏
教
と
シ

ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
対
抗
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
う
し

た
な
か
、
仏
教
は
「
世
界
宗
教
」
で
あ
り
「
全
モ
ン
ゴ
ル
人
の

宗
教
」と
し
て
、
極
め
て
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

仏
教
改
革
派
の
思
想
家
の
一
人
、
ツ
ェ
ヴ
ェ
ー
ン
・
ジ
ャ
ム
ツ

ァ
ラ
ー
ノ
は
、
仏
教
が
も
つ「
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
を
統
一
す
る
使
命
」

を
と
り
わ
け
強
調
し
ま
し
た
。「
仏
教
が
、
同
種
族
と
同
郷
人
の

大
多
数
に
信
仰
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
新
し
い
宗
教
を
求
め
、

渇
望
し
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
か
ね
て
よ
り
、
う
ら
や
ま
し
い

こ
と
で
し
た
。
政
府
や
宣
教
師
た
ち
が
、
ロ
シ
ア
化
・
キ
リ
ス

ト
教
化
政
策
を
熱
心
に
行
え
ば
行
う
ほ
ど
、
ま
た
、
ブ
リ
ヤ
ー

ト
人
へ
の
迫
害
や
強
圧
が
広
く
な
さ
れ
れ
ば
な
さ
れ
る
ほ
ど
、

同
胞
た
ち
の
運
動
は
、
仏
教
の
方
向
へ
と
、
よ
り
強
く
、
よ
り

好
意
的
に
向
か
っ
た
の
で
し
た
。
彼
ら
は
、
仏
教
の
お
か
げ
で
、

文
字
体
系
や
民
族
の
統
一
性
と
団
結
を
維
持
し
て
き
た
の
で
す

か
ら
。
彼
ら
の
目
に
映
る
仏
教
は『
民
族
の
魂
の
た
め
の
避
難
所
』

と
な
り
、
一
方
、
ロ
シ
ア
正
教
は
『
ロ
シ
ア
化
と
強
圧
の
シ
ン

ボ
ル
』
と
な
っ
た
の
で
す
（
13
）」

　

ジ
ャ
ム
ツ
ァ
ラ
ー
ノ
は
、
よ
り
多
く
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
が
仏

教
へ
と
移
る
原
因
も
考
察
し
て
い
ま
す
。「
原
因
は
、
よ
り
深
い

と
こ
ろ
に
隠
れ
て
い
ま
す
。
第
一
に
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
は
、
そ

の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
不
満
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
ブ
リ
ヤ

ー
ト
人
が
他
の
宗
教
で
は
な
く
、
仏
教
を
こ
そ
選
ぶ
よ
う
に
さ

せ
た
歴
史
的
情
勢
で
す
。
シ
ャ
ー
マ
ン
た
ち
が
仏
教
の
方
へ
と

宗
教
的
に
進
ん
で
い
く
、
深
い
民
族
的
運
動
、
そ
れ
は
歴
史
的

に
避
け
ら
れ
な
い
、
民
族
生
活
の
深
部
よ
り
出
た
も
の
だ
っ
た

の
で
す
（
14
）」
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仏
教
改
革
運
動
の
指
導
者
た
ち（
Ａ
・
ド
ル
ジ
ェ
、
チ
ョ
イ
ン
ゾ
ン
・

イ
レ
ル
ト
ゥ
エ
フ
、
Ｔ
・
ジ
ャ
ム
ツ
ァ
ラ
ー
ノ
、
バ
ザ
ル
・
バ
ラ
ジ
ン
、

バ
ト
ー
・
ダ
ラ
イ
等
）
は
、「
基
本
的
な
仏
教
書
が
庶
民
に
分
か
る

言
葉
に
翻
訳
さ
れ
た
と
き
に
初
め
て
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
に
お
け
る

仏
教
は
発
展
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
ま
し
た
。
ブ
リ

ヤ
ー
ト
の
ラ
マ
教
（
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
）
寺
院
で
行
わ
れ
て
い
た
「
チ

ベ
ッ
ト
語
で
の
礼
拝
」
は
、
本
格
的
に
教
育
を
受
け
た
少
数
の

ラ
マ
僧
に
し
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
ジ
ャ
ム
ツ
ァ
ラ

ー
ノ
、
バ
ラ
ジ
ン
、
Ｅ
・
リ
ン
チ
ノ
、
Ｇ
・
ツ
ィ
ビ
コ
フ
の
よ

う
な
、
最
も
高
い
教
育
を
受
け
た
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
知
識
人
は
、

〝「
純
粋
な
」
仏
教
を
復
活
さ
せ
、
仏
教
寺
院
を
改
革
し
て
、
仏

教
倫
理
を
庶
民
に
分
か
り
や
す
く
理
解
し
や
す
い
も
の
に
し
よ

う
、
そ
の
基
盤
の
上
に
ブ
リ
ヤ
ー
ト
民
族
を
民
族
的
・
文
化
的

に
復
興
さ
せ
よ
う
〞
と
考
え
ま
し
た
。

　

改
革
運
動
の
前
に
、
各
地
の
僧
侶
を
統
一
し
、
全
ロ
シ
ア
で

単
一
の
仏
教
宗
派
を
作
ろ
う
と
い
う
別
の
課
題
も
出
て
き
ま
し

た
。
同
時
に
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
民
族
復
興
運
動
の
指
導
者
た
ち

の
間
で
、
文
明
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
自
覚
に
つ
い
て
の

意
見
が
食
い
違
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
ジ
ャ
ム
ツ
ァ

ラ
ー
ノ
、
バ
ラ
ジ
ン
、
リ
ン
チ
ノ
は
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
文
明
的

同
一
性
を
、
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
の
世
界
と
大
き
く
同
一
視
し
、

一
方
、
ド
ル
ジ
エ
フ
も
含
め
た
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
僧
侶
階
級
の
代

表
者
た
ち
は
、
こ
こ
に
ロ
シ
ア
帝
国
も
入
れ
た
の
で
す
。
た
だ

し
、
Ｅ
・
Ａ
・
ス
ト
ロ
ガ
ノ
フ
が
書
い
た
よ
う
に
（「
西
欧
へ
の
志

向
は
ロ
シ
ア
と
連
合
さ
せ
、
東
方
へ
の
志
向
は
モ
ン
ゴ
ル
と
連
合
さ
せ

た（15
）」）、

文
化
的
あ
る
い
は
文
明
的
志
向
が
違
っ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
僧
侶
階
級
は
間
違
い
な
く
モ
ン
ゴ
ル

を
志
向
し
て
お
り
、「
モ
ン
ゴ
ル
と
ロ
シ
ア
は
と
も
に
仏
教
文
明

世
界
の
一
部
だ
」
と
理
解
し
て
い
た
の
で
す
。

　
「
ロ
シ
ア
帝
国
と
仏
教
文
明
の
同
一
視
」
へ
の
傾
向
は
、
ド
ル

ジ
エ
フ
が
１
９
２
１
年
に
モ
ン
ゴ
ル
語
で
書
い
た
自
伝
の
中
で
、

当
時
の
ア
ジ
ア
の
地
政
学
的
状
況
を
決
定
し
た
諸
国
に
与
え
た

簡
潔
な
特
徴
づ
け
に
も
表
れ
て
い
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
、
チ
ベ

ッ
ト
は
「
最
も
高
位
な
国
」「
西
方
の
国
」「
雪
の
国
」
で
あ
り
、

ロ
シ
ア
は
「
威
力
に
満
ち
た
国
」
で
し
た
。
ス
リ
ラ
ン
カ
は
「
貴

い
信
仰
が
あ
る
場
所
」
で
あ
り
、
中
国
と
イ
ギ
リ
ス
は
「
残
虐

な
国
」、
チ
ベ
ッ
ト
と
モ
ン
ゴ
ル
は
「
古
代
よ
り
友
好
的
に
暮
ら

し
て
い
た
国
」
で
し
た
。
仏
教
が
信
仰
さ
れ
て
い
る
日
本
が
、「
有
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害
な
国
」
と
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
特
徴
的
で
す
。
そ
れ
は
、

日
露
戦
争
に
よ
っ
て
、
中
国‒

チ
ベ
ッ
ト
関
係
で
、
ロ
シ
ア
が
強

い
政
治
力
を
ふ
る
え
な
く
な
り
、﹇
中
国
は
チ
ベ
ッ
ト
の
宗
主
権
を

主
張
、
イ
ギ
リ
ス
・
ロ
シ
ア
も
１
９
０
７
年
に
そ
れ
を
承
認
し
、
す
べ

て
の
交
渉
は
中
国
を
介
し
て
行
う
と
約
し
た
﹈、「
各
国
の
偉
大
な
仏

教
宗
派
の
最
終
的
組
織
化
」
へ
の
可
能
性
を
弱
め
た
た
め
と
い

い
ま
す
。
ド
ル
ジ
エ
フ
は
、
中
国
に
つ
い
て
は
、
単
一
の
文
明

的
統
一
体
と
見
て
い
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
彼
に
と
っ
て
、
五

台
山
地
域
﹇
山
西
省
に
あ
る
、
中
国
仏
教
徒
と
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
徒
共
通

の
聖
地
﹈
は
「
聖
な
る
国
」
で
あ
り
、
一
方
、
北
京
は
、「
か
つ
て

は
有
益
な
友
で
あ
り
、
い
ま
や
敵
と
な
っ
た
（
16
）」国

だ
っ
た
の
で
す
。

　

ド
ル
ジ
エ
フ
は
、
仏
教
徒
た
ち
、
と
り
わ
け
チ
ベ
ッ
ト
に
と

っ
て
、
西
欧
文
明
と
の
接
触
は
不
可
避
だ
っ
た
と
理
解
し
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
、
保
守
主
義
者
た
ち
が
唱
え
て
い
る
孤
立
主

義
政
策
は
効
果
が
な
い
ば
か
り
か
、
仏
教
世
界
に
と
っ
て
危
険

だ
と
考
え
ま
し
た
。
話
し
合
い
に
よ
っ
て
西
洋
人
に
仏
教
を
で

き
る
限
り
知
ら
せ
る
べ
き
だ
と
し
た
の
で
す
。

　

ド
ル
ジ
エ
フ
は
、
ま
さ
に
「
白
帝
﹇
異
民
族
に
よ
る
ロ
シ
ア
皇
帝

の
敬
称
﹈」
を
ロ
シ
ア
に
お
け
る
仏
教
の
重
要
な
庇
護
者
と
見
な

し
て
い
た
た
め
、
ロ
シ
ア
帝
政
の
打
倒
に
は
否
定
的
で
し
た
。

彼
は
、
ロ
マ
ノ
フ
王
朝
を
仏
教
神
話
の
つ
な
が
り
の
中
で
考
え

て
い
た
の
で
す
。
そ
の
神
話
で
は
、
仏
教
を
庇
護
す
る
皇
帝
を
、

共
通
の
祖
先
で
あ
る
イ
ン
ド
の
神
話
上
の
王
マ
ハ
ー
・
サ
ン
マ

テ
ィ
と
同
一
視
す
る
と
こ
ろ
ま
で
高
め
て
い
る
の
で
す
。

　

ド
ル
ジ
エ
フ
は
十
月
革
命
を
「
大
動
乱
」
と
見
て
、
否
定
的

に
評
価
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
こ
の
新

し
い
政
治
状
況
に
、
仏
教
を
適
応
さ
せ
る
可
能
性
は
ま
だ
あ
る
」

と
考
え
ま
し
た
。
１
９
２
７
年
１
月
の
モ
ス
ク
ワ
に
お
け
る
全

ソ
連
・
仏
教
徒
大
会
で
の
演
説
で
、
彼
は
「
仏
教
と
マ
ル
キ
シ

ズ
ム
の
基
本
原
理
の
思
想
的
近
似
性
」
を
示
そ
う
と
試
み
ま
し

た
。

　
「
仏
教
は
、
知
的
発
達
の
最
高
段
階
を
認
識
し
、
そ
こ
に
到
達

す
る
こ
と
で
、
闇
と
無
知
か
ら
解
放
す
る
教
え
で
す
。
…
…
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
は
、
高
度
に
発
展
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

因
果
律
を
十
分
に
認
識
し
て
い
ま
せ
ん
し
、
人
間
の
不
変
の
本

能
と
戦
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
利
己
主
義
と
所
有
の
原
理

│『
私
』

と
『
私
の
』
と
い
う
原
理
は
最
高
に
発
達
し
ま
し
た
。
各
人
が
、

他
者
の
不
幸
の
上
に
自
身
の
幸
福
を
築
き
な
が
ら
、
自
分
の
幸
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福
を
心
配
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
成
果
は
、

他
者
に
対
す
る
一
人
の
人
間
、
あ
る
い
は
他
民
族
に
対
す
る
一

つ
の
民
族
の
搾
取
や
奴
隷
化
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
結
果
、
全
人
類
の
不
幸
の
源
で
あ
る
資
本
主
義
と
帝

国
主
義
が
発
展
し
た
の
で
す
。
偉
大
な
思
想
家
カ
ー
ル･

マ
ル
ク

ス
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
こ
の
矛
盾
と
人
類
の
悪
の
根
源
を

暴
き
ま
し
た
。
そ
し
て
教
師
レ
ー
ニ
ン
が
、
こ
の
偉
大
な
教
え

の
実
現
の
礎
を
築
き
、
友
愛
と
平
等
、
そ
し
て
人
間
の
す
べ
て

の
本
能
の
根
源
た
る
『
所
有
』
の
根
絶
に
基
づ
く
新
生
活
建
設

へ
の
道
を
示
し
ま
し
た
。
私
た
ち
仏
教
徒
は
、
真
実
と
正
義
の

勝
利
を
信
じ
、『
闇
と
無
知
』
に
対
す
る
『
認
識
と
精
神
的
完
成
』

の
勝
利
を
信
じ
、
悪
で
あ
り
、
現
代
人
の
不
幸
の
根
源
で
あ
る

資
本
主
義
や
帝
国
主
義
の
根
絶
を
信
じ
て
お
り
ま
す
（
17
）」

　

ジ
ャ
ム
ツ
ァ
ラ
ー
ノ
は
早
く
も
１
９
０
５
年
に
、
ブ
リ
ヤ
ー

ト
人
の
間
で
仏
教
が
広
ま
る
こ
と
が
、「
現
在
の
共
産
主
義
の
原

理
の
発
展
（
18
）」

を
促
す
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て

お
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、「
共
産
主
義
の
原
理
」
と
い
う
表
現
で
、

レ
ー
ニ
ン
を
指
導
者
と
す
る
ボ
リ
シ
ェ
ビ
キ
の
こ
と
を
言
お
う

と
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。

　

同
時
に
、
ド
ル
ジ
エ
フ
は
、
ボ
リ
シ
ェ
ビ
キ
た
ち
と
の
対
話

を
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
も
、
ほ
ぼ
対
等
の
対
話
で
し
た
。
少
な

く
と
も
、「
ま
だ
自
治
制
度
の
な
い
カ
ル
ム
イ
ク
人
や
ブ
リ
ヤ
ー

ト
・
モ
ン
ゴ
ル
人
を
は
じ
め
と
す
る
東
方
の
民
族
に
と
っ
て
は
、

現
状
に
合
っ
た
か
た
ち
で
自
治
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
」
こ
と
を
認
め
た
有
名
な
決
議
（
１
９
２
０
年
10
月
14
日
付

の
ロ
シ
ア
共
産
党
〈
ボ
リ
シ
ェ
ビ
キ
〉・
ソ
ビ
エ
ト
共
産
党
中
央
委
員
会

政
治
局
の
決
議
）
は
、
ド
ル
ジ
エ
フ
と
の
対
話
が
一
要
因
と
な
っ

て
生
ま
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
う
推
定
で
き
る
根
拠
が
あ
り
ま
す
。

　

ソ
ビ
エ
ト
政
権
の
何
人
か
の
著
名
な
官
僚
に
、
ド
ル
ジ
エ
フ

と
い
う
人
物
へ
の
関
心
を
も
た
せ
た
、
別
の
テ
ー
マ
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
奇
妙
な
こ
と
に
、
シ
ャ
ン
バ
ラ
と
関
係
し
て
い
ま

す
。
お
そ
ら
く
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
に
よ
る
「
解
放
」
運
動
を
中

国
と
イ
ン
ド
で
広
め
、
中
央
ア
ジ
ア
に
も
運
動
を
伝
え
る
た
め

に
、
シ
ャ
ン
バ
ラ
神
話
の
終
末
論
的
モ
チ
ー
フ
を
利
用
す
る
計

画
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
目
的
か
ら
、
当
時
、
統
合
国

家
政
治
局
（
Ｏ
Ｇ
Ｐ
Ｕ
）
で
働
い
て
い
た
、
ト
ロ
ツ
キ
ー
長
官
の

手
下
で
あ
る
Ｙ
・
ブ
リ
ュ
ム
キ
ン
が
、
Ｎ
・
リ
ョ
ー
リ
フ
の
ヒ

マ
ラ
ヤ
学
術
探
検
隊
に
参
加
し
ま
し
た
。
ほ
ぼ
同
じ
時
期
、
リ
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ョ
ー
リ
フ
（
彼
は
、「
シ
ャ
ン
バ
ラ
発
見
」
に
関
し
て
、
ド
ル
ジ
エ
フ

と
多
数
の
文
通
が
あ
り
ま
し
た
）
の
同
志
の
一
人
で
あ
る
Ｐ
・
バ
ル

チ
ェ
ン
コ
は
、
統
合
国
家
政
治
局
の
主
導
で
、
他
の
学
術
探
検

隊
を
率
い
て
、（
ロ
シ
ア
北
西
部
の
）
コ
ラ
半
島
へ
出
発
し
ま
し
た
。

　

ド
ル
ジ
エ
フ
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
に
お
け
る
文
明
間
の

関
係
の
発
展
を
考
察
し
、「
西
欧
（
キ
リ
ス
ト
教
）
文
明
と
の
平
和

な
相
互
関
係
は
可
能
で
あ
る
」
と
し
つ
つ
、
イ
ス
ラ
ム
文
明
と

の
接
触
は
良
か
ら
ぬ
結
果
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
と
予
測

し
ま
し
た
。
ド
ル
ジ
エ
フ
の
こ
の
シ
ナ
リ
オ
と
、「
文
明
の
衝
突
」

と
い
う
現
代
の
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
・
モ
デ
ル
と
が
非
常
に
よ
く

似
て
い
る
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
す
。

　

ド
ル
ジ
エ
フ
が
中
央
ア
ジ
ア
で
の
文
明
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
理

解
す
る
上
で
、
外
交
家
と
し
て
、
政
治
的
・
国
家
的
活
動
家
と

し
て
の
ユ
ニ
ー
ク
な
経
験
が
影
響
し
た
こ
と
は
当
然
で
す
。
し

か
し
、
彼
の
世
界
認
識
に
関
し
て
は
、
仏
教
の
世
界
観
こ
そ
が

決
定
的
な
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
通
し
て
、
彼
は
す
べ

て
の
出
来
事
を
観
察
し
た
の
で
し
た
。
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
他
の
著

名
な
宗
教
家
た
ち
を
調
べ
て
み
れ
ば
、
同
じ
タ
イ
プ
の
世
界
認

識
が
簡
単
に
発
見
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
西
洋
文
明
」
と
「
仏
教
文
明
」
の
関
係
を
模
索

　

20
世
紀
初
頭
の
ブ
リ
ヤ
ー
ト
仏
教
史
で
は
、
ド
ル
ジ
エ
フ
と
、

ル
プ
サ
ン
・
サ
ン
ダ
ン
・
ツ
ィ
ジ
ェ
ノ
フ
が
、
重
要
人
物
で
す
。

ど
ち
ら
も
、
モ
ン
ゴ
ル･

ブ
リ
ヤ
ー
ト
仏
教
の
著
名
な
改
革
者
で

し
た
。
し
か
も
、
ツ
ィ
ジ
ェ
ノ
フ
が
改
革
的
な
活
動
を
開
始
し

た
の
は
、
ド
ル
ジ
エ
フ
が
主
唱
し
た
１
９
２
０
年
代
の
「
再
生

運
動
」
の
は
る
か
以
前
で
し
た
。
す
で
に
１
８
９
４
年
に
、
有

名
な
ロ
シ
ア
の
モ
ン
ゴ
ル
学
者
、
Ｄ
・
Ｍ
・
ポ
ズ
ド
ネ
エ
フ
教

授
は
、
ツ
ィ
ジ
ェ
ノ
フ
と
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
で
対
談
し
、

「（
ツ
ィ
ジ
ェ
ノ
フ
は
）
黄
帽
派
（
ゲ
ル
ク
派
）
の
批
判
を
基
盤
に
、

神
秘
的
な
傾
向
を
支
持
し
、
古
典
的
（
初
期
）
仏
教
を
再
興
し

よ
う
と
し
て
い
る
現
代
仏
教
の
改
革
者
（
19
）」

で
あ
る
と
結
論
し
て

い
ま
す
。

　

ツ
ィ
ジ
ェ
ノ
フ
は
、
ロ
シ
ア
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
の
戴
冠
式

に
招
待
さ
れ
た
ブ
リ
ヤ
ー
ト
仏
教
僧
代
表
団
の
一
員
と
し
て
、

サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
を
訪
れ
ま
し
た
。
謁
見
の
席
上
、
参

列
者
の
中
で
た
だ
一
人
、
彼
は
、
仏
教
僧
の
律
（
ヴ
ィ
ナ
ヤ
）
を

根
拠
に
、
君
主
へ
の
礼
拝
を
拒
み
ま
し
た
。
彼
は
、
チ
ベ
ッ
ト
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語
で
書
い
た
詩
的
日
誌
『
天
空
を
飛
ぶ
』
の
中
で
、
首
都
訪
問

の
印
象
を
書
い
て
い
ま
す
（
こ
の
詩
的
作
品
は
、
彼
の
教
え
子
の
ア

グ
ワ
ン
・
シ
ル
ナ
ム
・
ト
ゥ
ゾ
ル
・
ド
ル
ジ
・
バ
ド
マ
エ
フ
が
、
古
代

の
文
字
で
書
か
れ
た
モ
ン
ゴ
ル
語
へ
と
翻
訳
し
、
木
版
印
刷
さ
れ
て
、

同
年
、
モ
ン
ゴ
ル
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
）。

　

ツ
ィ
ジ
ェ
ノ
フ
は
、
帝
国
の
二
大
都
市
モ
ス
ク
ワ
と
サ
ン
ク

ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
す
が
、
彼
の
よ
う
に
、

厳
し
い
草
原
の
風
景
に
慣
れ
た
者
に
と
っ
て
は
、
ロ
シ
ア
の
首

都
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
建
築
は
、
極
め
て
異
様
な
光
景
に
見
え
ま

し
た
。「
空
に
届
き
ゆ
く
」
ば
か
り
の
高
層
の
建
物
は
、
天
空
と

直
接
接
触
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
ツ
ィ
ジ
ェ
ノ
フ
は
、
北

方
の
首
都
の
都
会
的
な
宮
殿
な
ら
び
に
都
市
全
体
を
、
あ
ら
ゆ

る
天
空
の
国
々
に
た
と
え
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
、
彼
の
作

品
（『
天
空
を
飛
ぶ
』）
に
題
名
を
与
え
た
、
天
空
を
飛
翔
す
る
ガ

ル
ー
ダ
王
と
自
身
と
の
比
較
も
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
ツ
ィ
ジ
ェ

ノ
フ
は
、
電
報
、
電
話
、
無
声
映
画
、
ラ
ジ
オ
、
飛
行
機
、
蒸

気
機
関
車
そ
の
他
、
西
欧
文
明
の
奇
跡
に
驚
か
さ
れ
ま
す
。
こ

の
恵
ま
れ
た
素
晴
ら
し
い
国
を
統
治
し
て
い
る
皇
帝
を
、
彼
は
、

仏
教
的
に
見
れ
ば
「
転
輪
王
」
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
彼
は
、

皇
帝
は
「
十
徳
を
実
行
し
、
公
正
な
法
を
制
定
し
た
」
と
言
っ

て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
法
を
守
る
臣
民
は
、
さ
ら
に
幸
福

に
な
る
と
し
た
の
で
す
。

　

ツ
ィ
ジ
ェ
ノ
フ
は
「
西
欧
文
明
の
成
果
」
と
「
仏
教
文
明
の

価
値
」
と
の
関
係
に
、
何
度
も
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
が
、
１
８
９
４
年
、（
彼
が
い
る
僧
院

の
あ
る
）
キ
ジ
ン
ギ
ン
ス
キ
ー
・
ダ
ツ
ァ
ン
を
ジ
ャ
ヤ
ク
ス
ィ
･

ゲ
ゲ
ヌ
が
訪
問
し
た
際
、
ツ
ィ
ジ
ェ
ノ
フ
が
し
た
質
問
で
す
。

そ
の
中
で
彼
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
都
市
の
文
化
的
建
設
と
文
化

的
生
活
を
正
し
く
評
価
す
る
よ
う
に
」
と
求
め
た
の
で
す
。

　

サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
へ
の
旅
行
の
印
象
が
、
当
時
の
僧

院
生
活
に
対
す
る
彼
の
見
方
を
変
え
る
の
に
、
何
ら
か
の
影
響

を
与
え
た
と
断
定
す
る
の
は
困
難
で
す
。
し
か
し
、
首
都
か
ら

戻
っ
て
す
ぐ
に
、
彼
は
僧
院
を
離
れ
る
決
意
を
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
１
９
０
８
年
に
は
、
キ
ジ
ン
ギ
ン
ス
キ
ー
・
ダ
ツ
ァ

ン
の
僧
院
長
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
申
し
出
を
断
り
ま
す
。

ツ
ィ
ジ
ェ
ノ
フ
の
信
念
に
よ
れ
ば
、「
真
の
仏
教
」
は
「
僧
院
の

壁
の
外
で
」
発
展
す
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
す
。

　

西
欧
へ
の
旅
行
を
通
し
て
、
ツ
ィ
ジ
ェ
ノ
フ
と
ド
ル
ジ
エ
フ
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は
、
同
胞
ブ
リ
ヤ
ー
ト
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
と
接
触
す
る
こ

と
は
避
け
が
た
い
と
確
信
し
ま
し
た
。
仏
教
そ
の
も
の
と
同
じ

く
、
僧
侶
の
生
活
様
式
も
変
化
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
す
。

　

し
か
し
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
仏
教
改
革
の
道
に
つ
い
て
は
、
二

人
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
考
え
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

　
《
ド
ル
ジ
エ
フ
の
改
革
》
は
、
権
力
と
の
妥
協
の
道
で
あ
り
、

参
加
す
る
冒
険
家
を
増
や
し
つ
つ
永
遠
に
続
く
外
交
ゲ
ー
ム
で

し
た
。
つ
ま
り
、
仏
教
教
団
サ
ン
ガ
を
、
時
代
と
権
力
の
要
請（
ド

ル
ジ
エ
フ
自
身
は
そ
う
理
解
し
て
い
ま
し
た
）
に
適
応
さ
せ
る
こ
と

で
す
。
仏
教
を
、
彼
は
、
主
に
「
世
界
政
治
の
文
脈
」
に
お
い

て
考
察
し
ま
し
た
。
基
本
的
な
問
題
は
、
仏
教
と
マ
ル
キ
シ
ズ

ム
の
相
互
関
係
に
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
結
論
の
ひ
と
つ
は
、
仏

教
本
来
の
も
の
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、（
時
代
に
適
応
で
き
な
い
）

伝
統
的
な
も
の
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

し
た
。

　

一
方
、《
ツ
ィ
ジ
ェ
ノ
フ
の
改
革
》
は
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
に
お
け

る
仏
教
教
団
サ
ン
ガ
が
、
で
き
る
か
ぎ
り
大
き
な
自
治
権
を
も

つ
と
い
う
道
で
あ
り
、
そ
の
理
想
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
の
神
権
政

治
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
彼
が
指
導
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
バ
ラ
ガ

ト
運
動
」
は
、
ブ
リ
ヤ
ー
ト
の
庶
民
を
活
性
化
す
る
た
め
の
文

明
化
レ
ベ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
動
き
で
顕
著
な
例
の
ひ

と
つ
で
す
。
そ
の
モ
デ
ル
と
し
て
神
権
政
治
の
チ
ベ
ッ
ト
が
選

ば
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
モ
デ
ル
の
理
論
上
の
基
盤
は
、
先

に
述
べ
た
、
聖
と
俗
の
権
力
と
い
う
「
二
つ
の
原
理
」
の
相
互

関
係
で
す
。
哲
学
的
観
点
で
は
、
理
想
は
、
イ
ン
ド
お
よ
び
チ

ベ
ッ
ト
の
仏
教
で
あ
り
、
宗
派
の
多
元
論
で
し
た
。
こ
の
こ
と

は
、
ラ
マ
教
（
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
）
以
外
の
仏
教
や
、
ヨ
ー
ガ
指
導

者
（
グ
ル
）、
僧
院
で
の
隠
遁
生
活
な
ど
を
認
め
る
こ
と
で
、
法

的
に
も
組
織
的
に
も
補
強
さ
れ
ま
し
た
。

　

文
化
の
方
向
は
、「
開
か
れ
た
仏
教
」
へ
と
、
そ
し
て
「
西
欧

と
の
関
係
」
へ
と
圧
倒
的
に
進
ん
で
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
は
、
ソ
ビ
エ
ト
時
代
に
Ｂ
・
Ｄ
・
ダ
ン
ダ
ロ
ン
の
運
動
に

よ
っ
て
実
現
し
た
の
で
す
。

注　
（
ロ
シ
ア
語
文
献
は
邦
訳
し
、
英
語
文
献
は
原
語
の
ま
ま
に
し
た
。

本
文
中
の
主
な
訳
注
は
﹇　

﹈
に
入
れ
た
）

（
１
）Edw

in Bernbaum
, The W

ay to Sham
bhala （N

ew
 Y
ork, 

1980
）,p.33.
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（
２
）
パ
ク
サ
ム
・
ジ
ュ
ン
サ
ン
、『
チ
ベ
ッ
ト
の
歴
史
と
年
代
記
』、

ノ
ボ
シ
ビ
ル
ス
ク
、
１
９
９
０
年
、
16
頁

（
３
）
参
照
：
Ｎ
・
Ｖ
・
サ
モ
ズ
ヴ
ァ
ン
ツ
ェ
ワ
、『
仏
教
徒

│
巡

礼
者
／
古
代
東
方
の
宗
教
』、
モ
ス
ク
ワ
、
１
９
９
５
年
、
１

２
５
│
１
６
８
頁

（
４
）
Ｒ
・
Ｅ
・
プ
バ
エ
フ
、『「
パ
ク
サ
ム
・
ジ
ュ
ン
サ
ン
」

│
18

世
紀
の
チ
ベ
ッ
ト
史
学
史
文
献
』、
ノ
ボ
シ
ビ
ル
ス
ク
、
１
９

８
１
年
、
２
６
５
頁

（
５
）
宮
脇
淳
子
│
岡
田
英
弘
、Junko M

iyaw
aki-O

kada. T
he 

Japanese O
rigin of the Chinggis K

han Legends, Inner 
A
sia V

ol.8. N
 1., 2006; K

encho Suyem
atsu, T

he 
Identity of the great conqueror Genghis K

han w
ith 

the Japanese hero Y
oshitsune, A

n historical thesis, 
London. 1879.

（
６
）Lepekhov S.Y

u., T
he M

ongolian Culture in the Buddhist 
civilization, Dialogue am

ong Civilizations: Interaction 
betw

een N
om
adic and O

ther Cultures of Central 
A
sia, International Institute for the Study of N

om
adic 

Civilizations, U
laanbaatar. 2001, pp. 282-285.

（
７
）
А
・
А
・
イ
ェ
ラ
エ
フ
、『
ブ
リ
ヤ
ー
ト
民
族
：
形
成
、
発
展
、

自
決
』、
モ
ス
ク
ワ
、
２
０
０
０
年
、
３
０
２
頁

（
８
）
Ｄ
・
ウ
リ
ヤ
ノ
フ
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