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華
厳
思
想

の
形
成
に
果
し
た
空
観
の
役
割

鎌

田

茂

雄

一

中
観
思
想
が
中
国
に
伝
訳
さ
れ
た
の
は
主
と
し
て
鳩
摩
羅
什
に
は
じ

ま
る
が
、
中
国
仏
教

の
宗
派
と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
は
、
吉
蔵
の
三
論

宗
に
は
じ
ま
り
、
中
観
思
想
の
究
極
的
発
展
の
形
態
は
、
天
台
宗
に
お

い
て
完
成
さ
れ
た
と
云
わ
れ
る
。

一
方
天
台
思
想
と
並
ん
で
中
国
仏
教

の
讐

壁
と
云
わ
れ
る
華
厳
思
想
は
、
イ
ン
ド
の
喩
伽

・
唯
識
思
想
の
発

展
し
た
も
の
で
あ
り
、
縁
起
論
系
に
属
す
る
な
ど
、
と
云
わ
れ
て
い
た

が
、
こ
の
よ
う
に
天
台
と
華
厳
を
あ
ま
り
に
も
裁
然
と
分
け
て
考
え
る

こ
と

は
、
両
思
想
の
本
質
や
構
造
を
把
握
す
る
う
え
に
適
切
で
は
な
い

と
思
う
。
従
来
華
厳
思
想
の
形
成
を
解
明
す
る
に
あ
た
つ
て
は
、
華
厳

教
学

が
唯
心
縁
起
に
立
脚
し
て
い
る
た
め
、
鍮
伽
唯
識
と
の
関
連
が
重

視
さ
れ
、
空
観
と
の
関
連
は
比
較
的
注
意
さ
れ
な
か
つ
た
よ
う
に
思
わ

(
1
)

れ
る
。

イ
ン
ド
の
龍
樹
N
a
g
a
r
j
u
n
a
の
中
観

思
想
が
、
三
論
宗
や
天
台
宗

で
受
容
さ
れ
、
理
解
さ
れ
た
場
合
、
か
な
り
イ
ン
ド
的
原
意
を
変
容
さ

せ
て
い
る
こ
と
-

空
は
単
な
る
無
a
b
h
a
v
aや
、
虚
無

n
a
s
t
iと

は

区

別

さ

れ

、

一
旦
否

定

さ

れ

た
も

の
が

蘇

つ
て
縁

起

有

と

な

り

、
因

施

設
u
p
a
d
a
y
a
-
p
r
a
j
n
a
p
t
i

さ
れ

る
と

こ

ろ

に

、

空
s
u
n
y
a

あ(
1
)

る
の
に
、
空
と
無
と
が
混
同
さ
れ
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
-

が
学
者

に
よ
つ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
華
厳
思
想
の
形
成
に
は
た
し
た
空
観

の
役
割
に
お
い
て
も
、
空
観
は
中
国
的
変
容
を
経
た
う
え
に
お
い
て
、

そ
の
役
割
を
果
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
華
厳
教
学
で
は
吉
蔵

に
よ
つ
て
確
立
さ
れ
た
三
論
宗
の
空
観
を
発
展
さ
せ
た
形
に
お
い
て
採

用
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
華
厳
思
想
の
形
成
に
空
観
が
ど
の
よ
う
な
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役
割
を
果
し
た
か
、と
い
う
点
を
解
明
す
る
の
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

な
お
華
厳
教
学
に
お
け
る
空
観
に
つ
い
て
は
、
田
中
順
照
博
士
の
勝
れ

(
3
)

た
御
論
孜
が
あ
り
、
蛇
足
を

つ
け
加
え
る
べ
き
も
の
も
な
い
の
で
あ
る

が
、
博
士
の
還
暦
を
祝
し
て
、
私
な
り
の
理
解
の
う
え
か
ら
、
こ
の
問

題
に
照
明
を
与
え
て
見
た
い
と
思
う
。

二

法
蔵

に
お
け
る
華
厳
思
想
の
形
成
に
果
し
た
空
観
の
役
割
を
論
じ
る

前
に
、
杜
順
の
思
想
に
あ
ら
わ
れ
た
空
観
に
つ
い
て
若
干
考
察
を
加
え

よ
う
。
杜
順
の
思
想
を
理
解
す
る
手
が
か
り
と
な
る
も
の
は
、
周
知
の

よ
う
に

『
法
界
観
門
』
で
あ
る
。
法
界
観
門
は
凝
然
の
云
う
如
く
、
華

厳
宗
の
独
立
を
宣
言
す
る
根
本
の
書
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
華
厳
経
研

究
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
註
釈
型
を
破

つ
た
、
新
し
い
タ
イ
プ

の
書
で

あ
る
。
本
書
は
華
厳
経
の
広
範
な
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
、
散
慢
に

し
て
、
冗
長
な
記
述
を
、
三
観
に
ま
と
め
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
美
事

に
え
が

い
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
真
空
観

・
理
事
無
擬
観

・
周
偏
含
容
観

の
三
観
よ
り
成
立
し

て
い
る
。
空
観
に
関
す
る
の
は
、
第

一
真
空
観
で
あ
る
。
杜
順
は
真
空

観
を
説
明
す
る
た
め
、
会
色
帰
空
観

・
明
空
即
色
観

・
空
色
無
擬
観

・

混
絶
無
寄
観
の
四
観
に
分
け
て
い
る
の
で
、
そ
の
順
序
に
従

つ
て
考
察

-
を
加
え
た
い
。
ま
ず
会
色
帰
空
観
で
は
、
色
即
是
空
を
の
べ
て
お
り
、

そ
の
理
由
と
し
て

「諸

々
の
色
法
は
必
ら
ず

無
性
な
る
を
以
て
の
故

(
4
)に

」
を
あ
げ
て
い
る
。
色
が
無
自
性
で
あ
る
か
ら
空
で
あ
る
、
と
い
う

考
え
方
は
龍
樹
仏
教
的
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。

つ
ぎ
の
第
二
明
空
即
色

観
で
は
、
第

一
会
色
帰
空
観
と
は
逆
に

「
空
即
是
色
」
を

「凡
そ
是
の

(
5
)

真
空
は
必
ら
ず
色
に
異
な
ら
ず
」
と
い
う
立
場
か
ら
の
べ
た
も
の
で
あ

る
。
法
界
観
門
に
お
い
て
も

つ
と
も
特
質
の
あ
る
の
は
、
第
三
空
色
無

擬
観
と
第
四
混
絶
無
寄
観
と
で
あ
る
。
空
色
無
擬
観
で
は
、

謂
く
、
色

の
挙
体
、
全
て
是
れ
色
を
尽
く
す
の
空
な
る
が
故
に
、

則
ち
色
尽
き
て
而
し
て
空
を
現
ず
。
空
の
挙
体
、
全
て
空
を
尽
す

の
色
に
異
な
ら
ず
。
故
に
則
ち
空
即
色

に
し
て
而
も
空
は
隠
れ
ざ

る
な
り
。
是
の
故
に
、
菩
薩
の
色
を
看

る
に
、
空
を
見
ず
、
空
を

観
る
に
色
を
見
る
に
非
ず
と
い
う
こ
と
な
し
。
無
障
無
擬
に
し
て

一
味
の
法
た
り
。

と
の
べ
て
い
る
。
色
の
挙
体
が
空
で
あ
り
、
空
の
挙
体
が
色
で
あ
る
と

い
う
華
厳
的
な
色
空
観
が
で
て
い
る
。
こ
の
杜
順
の
色
空
無
擬
の
立
場

は
、
法
蔵
が
唯
識
三
性
説
や
、
起
信
論
の
真
如
の
不
変
と
随
縁
を
用
い

る
こ
と
に
よ
つ
て
組
織
し
た
真
妄
交
徹

・
有
無
融
即
の
思
想
と
は
異
な

華
厳
思
想
の
形
成

に
果
し
た
空
観

の
役
割
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つ
て
、
き
わ
め
て
実
践
的
色
彩
の
こ
い
も
の
で
あ
る
。
体
験
的
把
握
に

も
と
つ
い
た
も
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
こ
の
杜
順
の
立
場
は
第
四
混

絶
無
寄
観
に
お
い
て
さ
ら
に
徹
底
さ
れ
た
形
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

此
の
所
観
の
真
空
は
、
即
色

・
不
即
色
と
言
う
べ
か
ら
ず
。
亦
即

空

・
不
即
空
と
も
言
う

べ
か
ら
ず
。

一
切
法
皆
不
可
な
り
。
不
可

亦
不
可
、

此
語
亦
受
け
ず
、

週
に
絶
し
て
、

寄
す
る

と
こ
ろ
な

し
。
言
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
非
ず
。
解
の
到
る
所
に
非
ず
。
是
を
行

境
と
謂
う
。
何
を
以
て
の
故
に
。
心
を
生
じ
、
念
を
動
ず
る
を
以

て
な
り
。
即
ち
法
体
に
畢
い
て
、
正
念
を
失
す
る
が
故
に
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
真
空
は
言
詮
不
及
の
境
涯
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、

智
解

の
到
ら
な
い

「
行
境
」
で
あ
る
と
い
う
。
行
境
と
は
実
践
に
よ
つ

て
把
握
さ
れ
る
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
澄
観
が

「言
語
道
断
の
故

に
言

及
ば
ず
、
心
行
処
滅
の
故
に
解
不
到
な
り
」
と
註
釈
し
て
い
る
の

は
ま
さ
し
く
適
切
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
空
観
が
論
理
的

哲
学
的
に
理
解
さ
れ
な
い
で
、
実
践
的
に
把
握
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
杜
順

の
宗
教

の
特
色
が
あ
る
。
杜
順
の
法
界
観
門
が
澄
観

・
宗
密
に
よ
つ
て

高
く
評
価
さ
れ
依
用
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
宋
代
に
な
る
や
宋
学
の

程
明
道

・
程
伊
川
な
ど
の
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
決
し

て
所
以
な
し
と
し
な
い
。
中
国
人
に
と

つ
て
は
、
論
理
的
な
吉
蔵
の
三

論
思
想
や
、
哲
学
的
組
織
に
長
ず
る
法
蔵

の
華
厳
で
は
、
ど
う
に
も
ぴ

つ
た
り
適
合
し
な
か

つ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
杜
順
の
思
想
は

一
見

論
理
的
な
追
求
に
見
え
る
が
、
そ
の
背
後

に
は
実
践
的
気
迫
が
脈
う

つ

て
い
た
。
法
界
観
門
を
し
て
永
遠
の
書
た
ら
し
め
た
の
は
、
ま
さ
し
く

こ
の
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
杜
順
の
法
界
観
門
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

「真
空
」
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
を
イ
ン
ド
の
竜
樹
仏
教
と
比
較
し
つ
つ
、
検

討
し
て
見
よ
う
。
先
に
引
用
し
た
法
界
観

門
の

一
文
の
な
か
に
、
色
の

挙
体
は
空
、
空
の
挙
体
は
色
と
い
う
の
が
あ

つ
た
が
、
杜
順
に
お
い
て

こ
れ
を
支
え
た
も
の
は

「真
空
」
で
あ

つ
た
。
法
蔵
の
場
合
で
は
、
色

と
空
と
は
逆
対
応
的
な
意
味
で
、
相
破
相
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
杜
順

に
お
い
て
は
空
と
色
と
を
成
立
さ
せ
る
根
底
に
、
真
空
を
定
立
し
た
の

で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
真
空
を
即
色
と
非
即
色
、
即
空
と

非
即
空
と
を
超
え
た
絶
対
空
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
空
を
形
而
上
的

立
場
か
ら
理
解
し
て
い
た
と
も
云
え
よ
う
。
竜
樹
に
お
い
て
は
、
空
は

絶
対
否
定
の
働
ら
き
そ
の
も
の
で
あ

つ
た
も
の
が
、
杜
順
に
お
い
て
は

実
体
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
竜
樹
の
空
の
原
意
を
有
名

な
三
諦
偶
に
お
い
て
見
て
み
る
と
、

『
中
論
』
観
四
諦
品
十
八
偶
は
、

衆
因
縁
生
法
、

我
は
即
ち
是
れ
無

と
説
く
。

亦
是
れ

仮
名
と
な

華
厳
思
想
の
形
成
に
果
し
た
空
観

の
役
割
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(
8
)

す
。
亦
是
れ
中
道
の
義
な
り
。

y
a
h
 
p
r
a
t
i
t
y
a
-
s
a
m
u
t
p
a
d
a
h
 
s
u
n
y
a
t
a
m
 
t
a
m
 
p
r

(
9
)

m
a
h
e
 
s
a
 
p
r
a
j
n
a
p
t
i
r
 
u
p
a
d
a
y
a
 
p
r
a
t
i
p
a
t
 
s
a
i
v
a
 
m
a
d

縁
起
な
る
も
の
、
わ
れ
ら
は
そ
れ
を
空
と
説
く
。
そ
れ
(
空
)
は
因

施

設
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
に
中
道
な
り
。

と
な
つ
て
お
り
、
縁
起
せ
る
存
在
は
空
で
あ
り
、
そ
の
空
は
蘇

つ
て
、

因
施
設
u
p
a
d
a
y
a
 
p
r
a
j
n
a
p
t
i
h

と
な
り
、
そ
れ
が
中
道
で
あ
る
と
の

べ
て
い
る
。

青
目
釈
で
は
、
「衆
因
縁
生
法
、

我
は
即
ち

是
れ
空
と
説

く
。
何
と
な
れ
ば
衆
縁
具
足
和
合
し
て
物
生
ず
。
こ
の
物
は
衆
因
縁
に

(
1
0

)

属
す
る
が
故

に
自
性
な
し
。
自
性
な
き
が
故
に
空
な
り
」
と
の
べ
、

一

切
の
存
在
者
は
無
自
性
で
あ
る
か
ら
空
で
あ
る
と
云

つ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
中
論
本
来
の
意
味
に
お
い
て
空
と
は
無
自
性

・
縁
起
を
意
味
す

る
の
で
あ

つ
て
、
決
し
て
実
体
視
さ
れ
て
は
い
な
い
。
い
や
空
は
す

べ

て
の
固
定
的
実
体
を

否
定
す
る

絶
対
否
定
の
働
ら
き
そ
の
も
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
吉
蔵
の

『中
観
論
疏
』
巻
十
本
に
お
け
る
、
三
諦
偶
の

解
釈
を
見
る
と
、
吉
蔵
は
中
仮
義
釈
の
な
か
で
は
、
三
是
義
に
よ
つ
て

中
論
偶
を
解
釈
し
、

因
縁
生
法
は
是
れ
畢
寛
空
な
り
。
然
る
所
以
の
者
は
、
苦
し
自
性

有

れ
ば
、
則
ち
因
縁
に
従
わ
ず
。
即
ち
是
れ
無
自
性
な
り
。
所
以

に
是
れ
空
な
り
。
亦
為
是
仮
名
と
は
第

二
是
を
示
す
。
因
縁
所
生

法
、
亦
是
れ
仮
名
な
る
を
明
す
。
所
以
に
仮
を
秤
す
る
者
は
、
前

に
因
縁
生
法
我
説
是
空
を
明
す
。然
る

に
因
縁
既
に
本
有
な
ら
ず
、

今
亦
不
空
に
し
て
非
空
非
有
な
り
。知
ら
ず
、何
を
以
て
之
を
目
す

る
や
。
故
に
仮
名
を
有
と
説
き
、
亦
仮
名
を
空
と
説
く
。
亦
是
中

道
義
と
は

第
三
是
を

示
す
。

因
縁
生
法
亦
是
れ
中
道
な
る
を
明

す
。

因
縁
よ
り
生
ず
る
法
は
自
性
あ
る
こ
と
な
き
が
故
に

空
な

り
。
所
以
に
非
有
な
り
。
既
に
其
の
非
有
は
亦
復
非
空
な
り
。
非

(1
1
)

有
非
空
の
故
に
、
中
道
と
名
く
。

と
の
べ
て
い
る
。
無
自
性
な
る
が
故
に
空
と

い
う
理
解
は
、
竜
樹
と
同

じ
で
あ
る
が
、
中
道
義
の
解
釈
は
吉
蔵
独
得
な
も
の
で
あ
る
。
三
諦
偶

の
前
句
は
、
空
性
と
は
縁
起

p
r
a
t
i
t
y
a
s
a
m
u
t
p
a
d
a

で
あ
る
か
ら
、

単
な
る
有
で
は
な
い
こ
と

(非
有
)
を
の
べ
た
の
で
あ
り
、
後
句
は
空

が
蘇

つ
て

因
施
設
と
な
る
の
で

あ
る
か
ら
、

単
な
る

無
で
な
い
こ
と

(
非
無
)
、
し
た
が
つ
て
中
道
と
は
、
非
有
非
無
の
立
場
を
意
味
す
る
。

し
か
る
に
吉
蔵
は
非
有
非
空
を
も

つ
て
中
道
と
す
る
。
無
と
空
を
混
同

し
て
い
る
例
が
こ
こ
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
非
空
の
立
場
は
、
空

亦
空
と
展
開
し
、
真
空
妙
有
的
立
場
を
強
調
す
る
結
果
と
な
る
。
そ
の

た
め
本
来
絶
対
否
定
の
働
ら
き
そ
の
も
の
で
あ
る
空
を
、
固
定
的
に
と
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ら
え
る
よ
う
に
な
る
。
非
有
非
空
の
空
は
単
空
と
な
り
、
空
復
空
と
い

う
絶
対
空
が
単
空
と
は
別
に
定
立
さ
れ
る
結
果
を
生
む
よ
う
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
吉
蔵
の
浬
葉
経

の
仏
性
常
住
思
想
重
視
の
結
果
が
、
空
を
実

体
視

し
、
永
遠
の
真
理
と
し
て
固
定
化
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
と
い
う
。

吉
蔵

の

『十
二
門
論
疏
』
巻
上
本
を
見
る
と
、
こ
の
点
が
さ
ら
に
明
確

(
1
2

)

に
あ
ら
わ
れ
る
。
彼
は
十
二
門
論
の

「大
分
深
義
、
所
謂
空
也
」
を
釈

す
る
に
あ
た
つ
て
、

問
う
。
是
れ
何
等
の
空
な
り
や
。

(
中
略
)
又
解
し
て
云
く
。
是

の
外
の
所
縁
法
は
空
な
り
。
故
に
空
三
昧
な
り
。
前
に
は
是
れ
智

空
を
解
し
、
後
に
は
是
れ
境
空
を
釈
す
。
論
主
皆
之
を
破
す
。
是

の
二
辺
を
離
れ
て
中
道
を
説
く
。謂
く
、諸
法

の
因
縁
よ
り
生
ず
る

は
、
一
定
法
あ
る

こ
と
な
き
が
故

に
空
と
な
す
。
何
を
以
て

の
故

に
。因
縁
生
法
は
自
性
な
し
。無
自
性
な
る
が
故
に
即
ち
畢
寛
空
な

り
。
畢
寛
空
と
は
本
よ
り
以
来
空
な
り
。仏
作
に
非
ず
、亦
余
人
の

作

に
非
ず
。
諸
仏
衆
生
を
度
す

べ
き
為
に
是
れ
畢
寛
空
と
説
く
な

 

 

む

 

む

り
。
是
の
空
相
は
是
れ

一
切
法
の
実
体
な
り
。
故
に
名
け
て
深
と

(1
3
)

な
す
。

と
あ

る
こ
と
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
畢
寛
空
を

一
切
法
の
実
体
と

解
し
て
い
る
。
同
じ
く
法
蔵
も

『
十
二
門
論
宗
致
義
記
』
に
お
い
て
、

(
1
4

)

こ
れ
を

「真
空
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
吉
蔵
や
法
蔵
が
空

を
実
体
視
し
て
、
形
而
上
的
な
考
え
方
を
し
て
い
る
の
は
、
中
国
的
思

惟

の
影
響
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

そ
も
そ
も
中
国
に
イ
ン
ド
仏

教
の
空
思
想
が
伝
え
ら
れ
た
と
き
、
中
国

仏
教
者
は
、
老
荘
の
無
に
比

定
し
て
空
を

理
解
し
た
の
で
あ
る
。

老
荘

の
無
は
あ
る

意
味
に
お
い

て
、
万
物
生
成
の
根
源
と
し
て
の
形
而
上
的
実
体
の
意
味
を
も
つ
て
い

る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
根
源
的
実
在
と
し
て
の
無
の
観
念
の
う
え

に
た
つ
て
、
イ
ン
ド
の
空
思
想
を
理
解
し
た
た
め
、
空
を
実
体
化
し
、

万
物

の
根
源
と
な
る
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
云

つ
て

吉
蔵
の
空
観
は
、
空
を
形
而
上
的
に
解
釈

し
て
い
る
な
ど
と
い
う
の
で

は
な
い
の
で
あ

つ
て
、
吉
蔵
は
で
き
る
だ
け
忠
実
に
イ
ン
ド
の
空
思
想

を
正
し
く
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
中
国
的
思
惟
の
影

響
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ラ
ン
系
人
で
あ

つ
た
吉
蔵
に
お
い
て
も
、
こ
れ

を
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

一
方
、
吉
蔵

が
イ
ラ
ン
系
で
あ
り
、
客
観
的
学
問
に
勝
れ
た
人
で
あ

つ
た
か
ら
、
か

え
つ
て
イ
ン
ド
仏
教
を
正
し
く
把
握
し
よ
う
と
努
力
し
、
論
理
的
な
追

求
を
重
視
し
た
た
め
、
か
え
つ
て
中
国
仏
教
の
主
流
と
な
る
こ
と
が
で

き
ず
に
、
中
途
半
端
な
も
の
に
な

つ
て
し
ま

つ
た
と
も
云
え
る
の
で
あ

る
。
ち
な
み
に
イ
ン
ド
の
空
観
が
中
国
人
に
も

つ
と
も
適
切
な
も
の
と
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し
て
把
握
さ
れ
た
の
は
、
無
心
と
か
、
寂
照
な
ど
を
主
と
し
た
禅
に
お

い
て
で
は
な
か
ろ
う
か
。三

華
厳

は
杜
順
の
あ
と
に
、
智
澱
が
で
て
、
華
厳
学
形
成
の
基
礎
的
役

割
を
果
し
た
の
で
あ
る
が
、
智
撮
は
玄
癸
と
同
学
で
あ
り
、
摂
論
を
学

ん
だ
た
め
、
智
撮
の
学
説
に
は
空
観
的
な
影
響
が
少
な
く
、
唯
識
の
影

響
が
強

い
。
と
く
に
慧
遠
の
思
想
の
影
響
を
受
け

つ
つ
、
こ
れ
を
改
変

し
て
い

つ
た
面
が
多
い
。

玄
奨
学
派
の
隆
盛
な
時
代
に

活
躍
し
た
た

め
、
当
然
そ
の
よ
う
な
教
学
的
色
彩
を
持

つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に

反
し
て
法
蔵
は
、
玄
桀

・
慈
恩
学
派
の
隆
盛
な
時
代
を
す
で
に
す
ぎ
、

か
え
つ
て
法
相
学
派
を
自
已
の
体
系
の
中
に
融
会
す
べ
き
課
題
を
に
な

つ
て
現
わ
れ
た
た
め
、
唯
識
を
採
用
し

つ
つ
も
、
そ
れ
を
超
克
す
べ
き

原
理
を
必
要
と
し
た
。

そ
こ
で
空
観
の
立
場
と
、
唯
識
の
立
場
の
綜

合
、
い
わ
ゆ
る
性
相
融
会
を
な
そ
う
と
し
た
。
法
蔵
は
こ
の
よ
う
な
課

題
を
果
す
た
め
起
信
論
の
真
如
不
変
と
随
縁
の
考
え
方
を
導
入
し
た
の

で
あ
る
。

そ
の
た
め
法
蔵

の
空
観
は
、

起
信
論
や

唯
識
を
媒
介
と
し

て
、
独
自
な
展
開
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。
杜
順
の
空
色
無
擬
が
、
き
わ

め
て
実
践
的
色
彩
が
こ
か
つ
た
の
に
対
し
て
、
法
蔵
の
そ
れ
は
論
理
的

哲
学
的
で
あ

つ
た
。
そ
れ
で
は
法
蔵
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
空
色
無
擬

の
立
場
を
基
礎
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

法
蔵
の
思
想
は
通
常
果
上
現
の
法
門
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
仏
陀

・

華
厳
の
立
場
に
た
つ
て
展
開
し
た
も
の
で
あ
り
、
海
印
三
昧
に
住
し
た

仏
の
自
覚
内
容
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
終
教
的
な
立

場
を
超
え
て
、
華
厳
別
教
の
立
場
に
た
と
う
と
し
た
。
た
と
え
ば
彼
が

『探
玄
記
』

の
な
か
で
十
玄
門
を
新
た
に
組
織
す
る
に
さ
い
し
て
は
、

智
撮
の

『
十
玄
門
』
や
、

法
蔵
の
若
き
時
代
の
著
作
で
あ
る

『
五
教

章
』

の
十
玄
門
の
唯
心
廻
転
全
成
門
を
捨
て
去

つ
た
如
き
で
あ
る
。
華

厳
別
教
の
思
想
は
四
法
界
で
云
う
な
ら
ば
、
事
事
無
凝
法
界
で
あ
り
、

事
事
無
凝
と
は
現
象
の

一
一
の
個
物
の
円
融

を
説
く
考
え
方
で
、
そ
こ

で
は
現
象

の
背
後
に
あ
る
理
性
の
存
在
は
す

で
に
問
題
に
な
ら
ず
、
現

実
は
そ
の
ま
ま
絶
対
化
さ
れ
る
。
し
か
し
こ

の
事
事
円
融
は
即
自
的
に

定
立
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
理
事
無
凝
を
媒
介
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
理
事
円
融
を
支
え
る
思
想
は
空
有
無
擬
の
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
空
有
無
擬
こ
そ
法
蔵
教
学
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
法
蔵
に

お
け
る
華
厳
思
想
の
形
成
に
果
し
た
空
観
の
役
割
を
解
明
す
る
に
は
、

空
有
無
擬
の
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。

法
蔵
の
空
観
を
考
察
す
る
に
さ
い
し
、
法
蔵
の
多
く
の
著
作
の
な
か

華
厳
思
想

の
形
成
に
果
し

た
空
観
の
役
割
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で
ま
つ
五
教
止
観
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
理
由
は
杜
順
の
法

界
観
門
を
正
し
く
継
承
し
た
も
の
は
、
法
蔵

の
著
作
の
中
で
も
観
門
の

書
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

五
教
止
観
の
中
で

空
観
を
論
じ
て
い
る
の

は
、
第
二
生
即
無
生
門
で
あ
る
。
彼
は
生
即
無
生
門
に
お
い
て
空
観
を

(
1
6

)

論
ず

る
に
際
し
て
、
無
生
観
と
無
相
観
の
二
つ
に
分
け
て
い
る
。
ま
つ

無
生
観
と
は
、

無
生
観
と

言
う
は
、
法
は
無
自
性
な
り
。

相
に
由
る
が

故
に
生

ず
。
生
ぜ
る
も
の
は
実
有
に
非
ず
。
是
れ
則
ち
空
と
な
す
。
空
に

毫
末
な
し
。
故
に
無
生
と
云
う
。
経
に
云
く
。
因
縁
の
故
に
有
、

無
性
の
故
に
空
な
り
。
解
し
て
云
く
。
無
性
は
即
ち
因
縁
な
り
。

(
1
7

)

因
縁
は
即
ち
無
性
な
り
。

と
説
明
し
、
無
生
観
と
は
縁
生
し
て
い
る

一
切
存
在
が
無
自
性
で
あ
る

か
ら

空
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
考
え
方
は
竜
樹
仏
教
の
正
し
き
継
承
で

あ
る
と
云

つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
法
蔵
は
こ
の
無
生
観
の
思
想
の
経
証

と
し
て
浬
桀
経

の

「因
縁
の
故
に
有
、
無
性
の
故
に
空
」
を
引
用
し
、

さ
ら

に
中
論
の

「空
義
有
る
を
以
て
の
故
に
、

一
切
法
成
ず
る
を
得
」

を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
偶
文
は
中
論
観
四
諦
品
の
第
十
四
偶
、

空
義
有
る
を
以
て
の
故
に
、

一
切
法
は
成
ず
る
こ
と
を
得
、

(1
8
)

若
し
空
義
な
く
ん
ば
、

一
切
は
則
ち
成
ぜ
ず
。

s
a
r
v
a
m
 
c
a
 
y
u
j
y
a
t
e
 
t
a
s
y
a
 
s
u
n
y
a
t
a
 
y
a
s
y
a
 
y
u
j
y
a
t
e

(1
9
)

s
a
r
v
a
m
 
n
a
 
y
u
j
y
a
t
e
 
t
a
s
y
a
 
s
u
n
y
a
m
 
y
a
s
y
a
 
n
a
 
y
u
j
y
a
t
e

空
性
の
成
立
す
る
も
の
に
は
、

一
切
が
成
立
す
る
。

空
性
の
成
立
せ
ざ
る
も
の
に
は
、

一
切
は
成
立
し
な
い
。

の
前
半
の

一
句
で
あ
り
、

一
切
法
が
空
性
s
u
n
y
a
t
aに
よ

つ
て
成
立

す
る
こ
と
を
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
青
目
は
こ
の
偶
文
に
註
し
て

「空

義
あ
る
を
以
て
の
故
に
、

一
切
世
間

・
出
世
間
の
法
は

皆
悉
く
成
就

す
」
と
の
べ
、
真
俗
二
諦
の
世
界
す
べ
て
空
性
に
よ

つ
て
成
就
す
る
こ

(
2
0

)

と
を
い
つ
て
い
る
。
維
摩
経
な
ど
の

「無
住
の
本
に

一
切
法
を
立
っ
」

と
い
う
意
味
も
こ
の
中
論
の
真
意
と
同
様

で
あ
ろ
う
。
法
蔵
が
好
ん
で

こ
の
中
論
偶
を
引
用
す
る
の
は
、
空
を

一
切
諸
法
の
根
底
に
あ
る
も
の

と
云
う
よ
う
に
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
梵
文
か
ら
す
れ
ば
、

一
切
の

存
在
は
空
性
を
離
れ
て
は
い
な
い

(
罷

量
暮
e)

も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
、
存
在
せ
る
も
の
は
す
な
わ
ち
空

で
あ
る
と
云

つ
て
い
る
の
で

あ

つ
て
、
空
を
万
物
生
成
の
根
拠
の
よ
う

に
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ

る
。

つ
ぎ
に
第
二
の
無
相
観
に
つ
い
て
は
、

無
相
観
と
は
相
即
無
相
な
り
。
何
を
以
て
の
故
に
。
法
、
離
相
な

る
が
故
に
。
経
云
く
。
法
相
を
離
る
、
所
縁
無
き
が
故
に
。
又
経
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云

く

。

一
切

法

皆

空

に
し

て
、
毫

末

も
相

有

る

こ
と

な

し

、
空

に

(
2
1

)

分
別
有
る
こ
と
な
し
。

と
の
べ
て
お
り
、
空
と
は
離
相
で
あ
り
、
諸
相
の
寂
滅
し
た
も
の
を
無

相
と
い
う
。
相

la
k
s
a
n
a
は
形
あ
る
も
の
、

転
じ
て
現
象
の
意
味
で

あ
る
か
ら
、
現
象
せ
る
事
物
を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
智
撮
は

『
孔
目
章
』
巻

一
の
な
か
で
、

何
故
に
復
此
を
説
い
て
無
相
と
名
く
。
諸
相
寂
静
な
る
が
故
に
。

諸
相
と
は
謂
く
、
色

・
受
等
乃
至
菩
提
、
諸
所
の
戯
論

・
真
如
性

(
2
2

)

の
中
な
る
も
の
、
彼
の
相
寂
滅
す
る
が
故
に
無
相
と
名
く
。

と
の
べ
て
い
る
如
く
、
相
と
は
色
受
な
ど
の
感
覚
機
関
は
も
ち
ろ
ん
、

菩
提

・
真
如
な
ど
の
清
浄
性
を
も
含
ん
で
い
る
。
要
す
る
に
煩
悩
に
し

ろ
、
菩
提

に
し
ろ
、
こ
れ
ら
が
実
有
と
思
つ
て
、
そ
れ
に
執
着
し
て
は

な
ら
な

い
の
で
あ

つ
て
、
諸
相
を
離
れ
た
と
こ
ろ
が
無
相
で
あ
る
と
い

う
。
法
蔵
は
こ
の
よ
う
な
意
味
の
無
相
を
権
威
づ
け
る
経
証
と
し
て
、

十
二
門
論
の

「無
性
法
亦
無
、

一
切
皆
空
故
」
を
引
用
し
て
い
る
。

こ

れ
は
十

二
門
論
観
性
門
の
第

一
掲
、

変

異
相
有
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
諸
法
は
性
有
る
こ
と
な
し
。

(
2
3)

無

性
の
法
も
亦
無
し
、
諸
法
は
皆
空
な
る
が
故
に
。

の
後
半

の

一
句
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
後
半
句
の
意
味
す
る

も

の
を

中

論

に
求

め

れ

ば

、
有

無

品

S
v
a
嘗

a
v
a
,p
a
嵩
K
愚

第

四

偶

の

自

性

と

他

性

と

を

離

れ

て
は

、

何

ぞ

更

に
法

有

6

こ
と
を

得

ん
。

(
2
4
)

若
し
自
他
性
有
ら
ば
、
諸
法
則
ち
成
ず
る
こ
と
を
得
る
な
り
。

S
v
a
b
g
a
v
a
 
o
a
r
a
b
g
a
v
a
b
h
y
a
m
 
r
i
t
e
 
b
h
a
v
a
h
 
k
u
t
a
b

(
2
5

)

S
v
a
b
h
a
v
e
 
p
a
r
a
b
h
a
v
e
 
v
a
 
s
a
t
i
 
b
h
a
v
o
 
h
i
 
s
i
d
h
y
a
t
i

自
性
と
他
性
と
を
離
れ
て
は
、
存
在
が

一
体
如
何
に
し
て
成
立
し

よ
う
。

自
性
又
は
他
性
が
有
る
に
よ
つ
て
、
存

在
が
成
立
す
る
故
に
。

と
い
う
考
え
方
に
相
当
す
る
。

自
性
を
離

れ
た
存
在
に
は
、

存
在
性

b
冨
v
塑
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
申
論
の
根
本
命
題
の

一
つ
で
あ
り
、

一

切
の
存
在
に
は
自
性
と
他
性
と
が
あ
る
か
ら
存
在
を
可
能
な
ら
し
め
て

い
る
が
、

真
諦
か
ら

云
え
ば
、

空
な
る
も

の
で
あ
る
。

十
二
門
論
の

「無
性
法
亦
無
」
と
い
う
こ
と
は
、
自
性
を
も
た
な
い
存
在
は
存
在
性

を
失
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
中
論
偶
に
よ

つ
て
意
味
を
補
え
ば
、
自

性
と
他
性
と
を
離
れ
て
、
存
在
が
成
立
し
な

い
と
い
う

こ
と
を
の
べ
た

も
の
で
あ
る
。

法
蔵
の
引
用
し
た
十
二
門
論
の
原
意
は
、

法
離
相

故
」
と
い
う
無
相
観
を
説
明
す
る
の
に
直
接
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。

(
2
6
)

こ
の

「法
」
を
羅
什
訳
の
よ
う
に
、
原
意
に
た
つ
て
存
在

bげ
av
a

と

お
き
か
え
て
見
て
も
、
十
二
門
論
の
原
意

と
は
相
通
じ
な
い
よ
う
で
あ

華
厳
思
想

の
形
成
に
果
し
た
空
観
の
役
割
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る
。
そ
れ
で
は
法
蔵
は
十
二
門
論

の

「無
性
法
亦
無
」
を
ど
の
よ
う
に

理
解
し
た
の
か
。

彼
は
無
性
法
を
単
空
の
意
味
に
と
り
、

「無
性
法
亦

無
」
と
は
、

「
空
亦
空
」

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
と

つ
た
の
で
は
な
い

か
。
無
相
は
雑
染
諸
法

の
み
な
ら
ず
、
真
如
菩
提
を
も
離
れ
る
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
十

二
門
論
引
用
の
意
味
も
自
ず
と
了
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

こ
の
こ
と
に
よ

つ
て

つ
ぎ
の
よ
う
な

結
論
が

導
き
だ
せ
る
と
思

う
。
す
な
わ
ち
竜
樹

に
お
い
て
、
自
性
や
他
性
を
も
た
な
い
存
在
は
あ

り
得
な
い
と
い
う
き
わ
め
て
形
式
論
理
学
的
な
命
題
を
、
法
蔵
は
絶
対

肯
定
的

に
と
ら
え
、

「相
を
離
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
実
践
的
課
題
か

ら
こ
れ
を
把
握
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

つ
ぎ
に
生
即
無
生
門
の
空
観
が
、
第
三
事
理
円
融
観
に
お
い
て
、
華

厳
学
的
に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
点
を
の
べ
よ
う
。
法
蔵
は
事
理
円
融
を
説

く
に
あ
た
つ
て
、
心
真
如
門
と
心
生
滅
門
の
二
門
に
分
け
、
心
真
如
門

を
理
、
心
生
滅
門
を
事
と
し
、
理
事
の
円
融
を
説
こ
う
と
す
る
。
こ
の

理
事
円
融
と
は
す
な
わ
ち
空
有
無
二
で
あ
り
、

無
二
と
言
う
は
、
縁
起
の
法
は
似
有
に
し
て
即
ち
空
な
り
。
空
は

即
ち
不
空
な
り
。
復
た
還

つ
て
有
を
成
ず
。
有
空
無
二
、

一
際
円

（
2
7

)

融
、
二
見
斯
く
し
て
亡
じ
、
空
有
無
擬
な
り
。

と
説
明
す
る
。

さ
ら
に
法
蔵
は

空
と
は
有
を

凝
せ
ざ
る

空
で
あ
る
か

ら
、

空
と
い
つ
て
も

「
常
有
」
、

有
と
は
空
を
磯
せ
ざ
る
有
で
あ
る
か

ら
、
有
と
い
つ
て
も
「常
空
」
で
あ
る
と
い
う
。有
と
空
と
を
逆
対
応
的
に

把
握
す
る
と
こ
ろ
に
法
蔵
の
特
質
が
あ
り
、
こ
の
考
え
方
は
華
厳
学
を

貫
く
原
理
で
あ
る
。
空
有
相
成
相
破
は
、
十
二
門
論
宗
致
義
記
な
ど
で

清
弁

・
護
法
の
立
場
の
止
揚
と
な

つ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
空

有
無
二
は
真
妄
交
徹
と
し
て
も
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
空
有
無
二
を
生

ん
だ
背
景
は
、
実
践
的
な
意
味
あ
い
を
も

つ
て
お
り
、
法
蔵
は
空
有
無

二
を
止
観

・
悲
智
不
二
の
立
場
か
ら
理
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

有
即
空
に
し
て
而
も
不
有
な
る
を
以

て
の
故
に
止
と
名
け
、
空
即

有
に
し
て
而
も
不
空
を
以
て
の
故

に
観
と
名
く
。
有
即
空
に
し
て

而
も
有
を
失
せ
ざ
る
が
故
に
、
悲
は
智
を
導
き
、
而
し
て
空
に
住

せ
ず
。
空
即
有
に
し
て
、
而
も
空
を
失
せ
ざ
る
が
故
に
、
智
は
悲

(
3
4
)

を
導
き
、
而
し
て
有
に
滞
せ
ず
。

と
い
う
。
五
教
止
観
に
お
け
る
空
有
無
二
を
成
立
せ
し
め
た
背
景
は
こ

の
よ
う
な
実
践
的
立
場
か
ら
で
あ

つ
た
と
云
え
よ
う
。

つ
い
で
第
四
語
観
髪
絶
門
に
お
い
て
は
、
空
有
不
二
の
立
場
は
さ
ら

に
徹
底
さ
れ
て
、
維
摩
の
不
二
法
門
と
し

て
把
握
さ
れ
る
。
空
を
も
つ

て
有
を
摂
す
る
に
、
有
は
非
有
で
あ
る
か
ら
、
有
見
は
断
尽
し
、
有
を

も

つ
て
空
を
摂
す
る
に
、

空
は
非
空

で
あ

る
か
ら
、

空
執
す

べ
て
断
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じ
、
か
く
し
て
空
有
全
体
交
徹
す
る
と
こ
ろ
に
維
摩
の

一
黙
が
成
り
た

つ
。
空
を
絶
し
、
有
を
絶
し
つ
く
す
讐
絶
の
立
場
で
あ
る
。
以
上
五
教

止
観
を
中
心
に
法
蔵
に
お
け
る
空
有
無
二
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
五
教

止
観
の
立
場
は
、
杜
順
の
法
界
観
門
の
継
承
の
立
場
で
あ
る
か
ら
、
空

有
無
二
を
実
践
的
課
題
に
も
と
つ
い
て
把
握
し
て
い
る
。
し
か
し
空
有

無
二
を

た
だ
た
ん
に
実
践
的
立
場
か
ら
の
み
理
解
し
た
の
で
は
、
そ
れ

が
華
厳

思
想
形
成
の
原
理
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

つ
て
、
空

有
無
二
を
空
有
無
擬
に
転
ず
る
と
こ
ろ
の
強
力
な
論
理
を
必
要
と
す
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
役
割
を
に
な
つ
て
展
開
さ
れ
た
の
が
、
三
性

同
異
義

の
思
想
で
あ

つ
た
。

四

法
蔵

の
三
性
説
は
、
華
厳
五
教
章
中
巻
の
義
理
分
斉
に
説
か
れ
て
い

る
の
を
中
心
と
す
る
が
、
そ
の
ほ
か
空
観

の
立
場
に
た
つ
て
註
釈
し
た

十
二
門
論
宗
致
義
記
の
三
性
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
著
作
に
説
か
れ
て
い

る
。
も
と
も
と
華
厳
が
唯
識
三
性
説
を
華
厳
的
に
変
容
さ
せ
る
萌
芽
と

な

つ
た
も
の
は
、
浄
影
寺
慧
遠
の

『
大
乗
義
章
』
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
た

三
性
説

で
あ

つ
た
が
、
こ
れ
を
組
織
体
系
化
し
た
の
は
法
蔵
の
功
績
で

あ
る
。
法
蔵
の
三
性
説
に
つ
い
て
は
、
古
く
は
鎌
倉
時
代
の
疑
然
を
は

じ
め
と
し
、
現
在
多
く
の
華
厳
学
者
に
よ

つ
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
、

重
ね
て
こ
こ
で
論
ず
る
必
要
も
な
く
、
又
論
ず
る
紙
面
も
な
い
の
で
省

略
し
た
い
と
思
う
が
、
空
観
と
の
関
連
か
ら
必
要
と
思
わ
れ
る
点
の
み

明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
な
お
三
性
説
の
空
観
的
理
解
を
お
こ
な
う

な
ら
ば
、
当
然
法
蔵
が
日
照
三
蔵
の
三
論
を
う
け
て
撰
述
し
た

『
十
二

門
論
宗
致
義
記
』
の
三
性
説
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に

関
し
て
は
田
中
博
士
の
論
文
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
ゆ
ず
り
、
こ
こ
で

は
主
と
し
て
五
教
章
の
三
性
説
に
お
け
る
空
観
的
意
義
を
検
討
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

法
蔵
は
三
性
夫
々
二
あ
り
と
し
、
真
実
性
を
不
変
と
随
縁
、
依
他
性

を
似
有
と
無
性
、
偏
計
所
執
性
を
情
有
と
理
無
の
二
義
に
分
け
、
真
実

の
不
変
と
、
依
他
の
無
性
と
、
偏
計
の
理
無
を
も
つ
て
、
三
性
同

一
際

を
主
張
し
、
ま
た
真
実
の
随
縁
と
、
依
他
の
似
有
と
、
偏
計
の
情
有
と

を
も
つ
て

一
義
な
る
こ
と
を
主
張
し
、
前
者

の
同

一
性
は
真
諦
、
後
者

の
同

一
性
は
俗
諦
に
お
い
て
成
立
す
る
と
の
べ
、
さ
ら
に
本
末
無
二
で

あ
る
と
し
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
法
蔵
の
三
性
説
は
、
イ
ン
ド
唯
識
三
性

説
と
は
ま

つ
た
く
ち
が
つ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
学
者
に
よ

つ
て
指
摘

(
2
9

)

さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
三
性
説
は
、
空
観

の
二
諦
説
の
不
備
を
克
服

し
よ
う
と
す
る
過
程
に
お
い
て
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
唯
識
説
成

華
厳
思
想

の
形
成

に
果
し
た
空
観

の
役
割
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立
の

基
盤
と
し
て
の
、
画
期
的
な

意
味
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
法
蔵
の
三
性
説
は
、
唯
識
三
性
説
の
原
意
を
歪
曲
さ
せ
、
唯
識
三

性
説

の
有
す
る
主
体
的
な
意
味
あ
い
を
失
な
わ
せ
、
む
し
ろ
空
観
的
立

場
か

ら
三
性
説
を
わ
り
き
つ
た
よ
う
な
感
を
与
え
る
。
イ
ン
ド
の
唯
識

三
性
悦
を
華
厳
三
性
説
に
組
織
づ
け
る
た
め
の
媒
介
と
な

つ
た
も
の
は

起
信
論

の
考
え
方
で
あ
る
。
真
如
髄
縁
と
い
う
考
え
方
が
、
空
は
有
に

摂
せ
ら
れ
、
真
は
妄
源
に
徹
す
る
、
と
い
う
融
即
の
論
理
を
可
能
な
ら

し
め
た
の
で
あ
る
。
真
如
に
随
縁
と
不
変
を
た
て
た
や
り
方
を
、
三
性

の
中

の
依
他
性
と
偏
計
所
執
性
に
も
巧
み
に
適
用
し
た
結
果
、
三
性
に

二
義
あ
り
と
す
る
考
え
方
が
生
れ
た
の
で
あ
る
。
体
験
的
な
立
場
か
ら

の
理
解
で
は
空
有
無
二
に
ま
で
し
か
到
達
し
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
真

如
随
縁
の
考
え
方
を
導
入
し
た
た
め
、
真
は
妄
末
に
ま
で
該
羅
し
て
随

縁
し
、
妄
は
真
源
に
徹
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
あ
、
空
有
円
融
が
開

け
て
き
た
の
で
あ
る
。
華
厳
三
性
説
の
空
観
的
解
明
の
手
が
か
り
と
し

て
、
依
他
性
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
法
蔵
は
依
他
の
二
義
た
る
似

有
と
無
性
と
の
不
異
な
る
点
に
つ
い
て
、
因
縁
は
似
有
と
し
て
顕
相
し(

3
0

)

て

い
る

が

、

そ

れ

は
無

自

性

な

る

が
故

に
似

有

と

い
う

こ
と

が

で
き

る

と

の

べ

て

い
る

が

、

そ

の
経

証

と

し

て

、
大

智

度

論

巻

八
十

一
の
、

「
皆

従

二
因

縁

一生

、

従

二
因

縁

一
生

故

無

二
自

性

一、

無

二
自

性

一
故

畢

寛

(
3
1
)

空
、畢
寛
空
故
不
レ
著
、

是
名
二般
若
波
羅
蜜

こ
を
あ
げ
、

さ
ら
に
中
論

四
諦
品
の
「
空
義
有
る
を
以
て
の
故
に
、
一
切
法
成
ず
る
を
得
」
を
あ
げ

て
い
る
。
つ
い
で
浬
葉
経
の

「因
縁
故
有

、無
性
故
空
」
を
引
用
す
る
の

で
あ
る
が
、因
縁
即
無
性
で
あ
る
か
ら
、有

即
空
と
な
り
、
似
有
が
無
性

と
相
即
す
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
そ
れ
で
は
法
蔵
は
竜
樹
の
空
を
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
三
性
同
異
義
の
な
か
で
、
「因

縁
所
生
法
我
説
即
是
空
」
の
空
と
は
断
見

な
り
や
、
と
自
問
自
答
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
解
答
を
見
る
と
法
蔵
の
空
観
が
は
つ
き
り
し

て
く
る
と
思
う
。
法
蔵
は
三
論
的
な
立
場

に
た
つ
て
、
諸
法
幻
有
の
当

(
3
3

)

相
が
即
ち
空
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
は
悪
取
空
の
考
え
方
で
あ
る
と
い

い
、
華
厳
の
空
観
は
空
有
無
碍
融
即
す
る
立
場
で
あ
る
、
と
云
つ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
空
有
融
即
の
立
場
か
ら
、
中
論
の
縁
生
無
生
を
理
解

す
る
と
、
無
生
と
い
う
の
は
有
に
異
な
ら
ざ
る
の
無
性
、
有
に
即
す
る

の
無
性
と
い
う

解
釈
が
成
り
立

つ
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
中
論

の
空

も
、
因
施
設
と
し
て
還

つ
て
き
た
当
相
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、

絶
対
否
定
の
働
ら
き
そ
の
も
の
を
空
と
す

る
面
が
強
か

つ
た
。
そ
れ
に

反
し
て
吉
蔵
を

へ
て
法
蔵
に
到
る
や
、
空

は
徹
底
的
に
現
実
の
個
物
そ

の
も
の
の
中
に
求
め
ら
れ
、
否
定
的
媒
介

の
働
ら
き
は
失
な
わ
れ
、
即

自
的
に
定
立
さ
せ
る

一
面
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
き
た
と
云
え
よ
う
。
イ
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ン
ド
の
唯
識
三
性
説
の
核
心
と
な
つ
た
も
の
は
、
摂
大
乗
論
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
二
分
依
他
性
で
あ
り
、
依
他
性
中
心
に
よ

つ
て
三
性
が
展
開

し
た
の
で
あ
る
が
、
華
厳
三
性
説
は
、
真
如
随
縁
す
な
わ
ち
真
実
性
中

心
に
展
開
し
た

と
云
え
よ
う
。

法
蔵
が
唯
識
三
性
説
を

導
入
し
た
の

は
、
空
観
の
究
極
的
発
展
と
し
て
の
空
有
無
二
を
、
空
有
融
即
に
ま
で

高
め
る
た
め
の
論
理
的
操
作
で
あ
り
、
そ
れ
を
果
遂
せ
し
め
た
根
拠
は

起
信
論

の
真
如
随
縁
の
考
え
方
で
あ

つ
た
、
と
云

つ
て
大
過
な
い
と
思

う
。

こ
れ
を
社
会
史
的
視
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
唯
識
三
性
説
を
採

用
し
、
変
容
さ
せ
、
華
厳
三
性
説
に
改
変
し
た
の
は
、
玄
 

・
慈
恩
の

法
相
唯
識
学
派
に
対
し
て
、
華
厳
の
優
位
を
確
立
す
る
た
め
で
あ
り
、

そ
の
思
想
史
的
課
題
を
果
遂
せ
し
め
た
先
行
条
件
は
、
太
宗

・
高
宗
の

唐
朝
と

則
天
武
后
の
武
周
朝
と
の
対
決
で
あ

つ
た
と
云
え
よ
う
。

五

以
上

、
法
蔵
に
お
け
る
華
厳
思
想
の
形
成
に
果
し
た
空
観
の
役
割
を

論
じ
た
の
で
あ
る
が
、
華
厳
の
空
観
と
、
吉
蔵
の
三
論
の
空
観
と
の
も

つ
と
も
大
き
な
相
違
点
は
、
三
論
で
は
、
当
体
即
空
の
空
を
中
心
と
し

た
の
に
対
し
て
、
華
厳
で
は
空
有
無
硬
の
空
を
主
張
し
た
点
で
あ
る
。

華
厳
が
空
有
無
擬
な
る
空
観
を
確
立
し
得
た
の
は
、
イ
ン
ド
の
竜
樹
仏

教
の
伝
承
を

正
し
く
う
け
た
か
ら

で
は
な
く
、

吉
蔵
の

空
観
を
媒
介

と
し
過
程
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
大
き
な
視
野
か

ら

「空
観
の
中
国
的
変
容
」
と
い
う
課
題
の
下
に
、
綜
合
的

に
考
究
せ

ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
も
そ
の

一
分
な
り
と
も
理

解
し
得
た
と
思
う
。
法
蔵
の
華
厳
を
成
立
さ

せ
た
論
理
的
基
盤
が
事
理

無
擬
、
空
有
相
即
で
あ
つ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
華
厳
学
の
根
拠
は
ま

さ
し
く
空
観
で
あ
つ
た
と
云
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
中
国
的

に
変
容
さ
れ
た
空
観
の
究
極
的
発
展
の
形
態

と
し
て
華
厳
を
考
え
る
こ

と
も
可
能
と
な

つ
て
く
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
天
台
も
空
観
の
発
展
で

あ
る
が
、
華
厳
は
性
起
唯
浄
の
立
場
に
た
つ
て
、
教
学
を
組
織
し
た
た

め
、
天
台
と
は
異
な

つ
た
思
想
体
系
を
形
成
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
モ

ー
メ
ン
ト
と
な
つ
た
の
は
、
起
信
論
の
真
如
随
縁
の
考
え
方
で
あ
る
。

暴
論
す
れ
ば
、
空
観
の
発
展
の
う
え
に
、
起
信
論
思
想
が
加
わ
つ
た
か

否
か
、
に
よ
つ
て
華

・
天
の
相
違
が
分
れ
て
き
た
と
も
云
え
よ
う
。
そ

れ
で
は
華
厳
に
お
い
て
空
有
無
擬
の
空
観
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
の
か
。
こ
れ
は
中
国
的
思
惟
の
う
え
に

立
脚
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
中
国
的
思
惟
の
特
性
は
、
現
実
の

具
体
的
個
物
を
重
視
し
、
現
象
の
中
に
理
性
を
見
よ
う
と
す
る
。
こ
の

よ
う
な
中
国
的
思
惟
の
特
性
が
、
空
有
無
擬

の
思
想
を
生
み
、
さ
ら
に

華
厳
思
想

の
形
成
に
果
し
た
空
観
の
役
割
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密

教

文

化

事

事

円

融

に

い

た

つ
た

の

で
あ

る
。

章

太

炎

を

し

て
、

法

蔵

の
華

厳

は

、

荘

子

の
斉

物

論

の
思

想

を

改
変

し

た

も

の

で
あ

る

と
極

論

せ

し
め

る

理
由

も

こ

こ

に
あ

る

の

で
は

な

い
か
。

さ

ら

に

現
実

の
事

物

の
絶

対

化
を

論

理
化

し

た
華

厳

の
立

場

を

支

え

た

社

会

的

背

景

に

は

、
中

国

古

代

社
会

の
専

制

体

制

が

先

行

し

て

い
た

こ
と

を

無
視

し

て
は

な

ら

な

い

で
あ

ろ

う
。

〔
註
〕

(1)

申
村
元
博
士

h
華
厳
経

の
思
想
史
的
意
義
」
(
『
華
厳
思
想
』
所
収
)
参
照
。

博
士
は
華
厳
経
に
あ
ら
わ
れ
た
空
観

に

つ
い
て
詳
細
な
考

証
を
な
さ
れ

て
い

る
。
な
お
近
日
刊
行
予
定
の

『
結

城
教
授
頗
寿
記
念
論
文
集
』

所
収

の
中
村

博
士

「
中
道

と
空
見
-
三
諦
喝
の
解
釈

に
関
連
し

て
」
を
見
ら
れ
た
し
。

そ

の
ほ
か

坂
本
幸
男
博
士

「
空
観

の

一
断
面
」

(『
華
厳
教
学

の

研
究
』
)
参

照
。

(2)

長
尾
雅
人
博
士

.
法
蔵
の
三
性
説

に
対
す
る
若
干
の
疑
義
し
(
京
都
大
学
文

学
部
五
十
周
年
記
念
論
集
、

一
九

六
頁
)
参
照
。

(3)

田
中
順
照
博
士

「
賢
首
に
於
け
る
空
」
(
南
都
仏
教

・
第

一
一
号
)

(4
)
華

厳
法
界
玄
鏡
巻
上

(
大
正
四
五

・
六
七
三
下
)

(5)

同
上

(
大
正
四
五

・
六
七
四
下
)

(6)

同
上

(
大

正
四
五

・
六
七
四
下
)

(
7
)同
上

(
大
正
四

五

・
六
七
五
上
)

(8)

中
論
巻
四

(
大
正
三
〇

・
三
三
中
)

(9)
M
u
l
a
m
a
d
h
y
a
m
i
k
a
 
K
a
i
k
a
s
 
d
e
 
N
a
g
a
r
j
u
n
a

p
a
d
a
 
C
 
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
e
 
C
a
n
d
r
a
k
r
t
i
 
p
u
b
l
i
e
 
p
a
r
 
L
o

v
a
l
i
e
e
 
P
o
u
s
s
i
n
 
p
 
5
0
3
 

NN.
1
0
-

1
1
。

(10)

中

論

巻

四

(
大

正

三

〇

・
三

三
中

)

(11)

中

観

論

疏
巻

十

本

(
大

正

四

二

・

一
五

二
中

)

働

十

二
門

論

の
竜

樹

真

撰

を

疑

問

視

す

る
学

者

も

あ

る

が

、

は

つ
き
り

し

た

結

論

は

な

い
よ

う

で

あ

る
。

安

井

広

済

氏

『
中

観

思
想

の
研

究
』
(
京

都
、

法

蔵

館

、

昭

和

三

六
年

)

三
七

四

頁

以

下

参

照
。

(13)

十

二
門

論

疏

(
大

正

四

二

・

一
八

一
下
)

個

十

二
門

論

宗

致

義

記

(
大

正
四

二

・
二

二

〇
上

)

閲

如

来

蔵

縁

起

に

真
如

随

縁

と

い
う

考

え

方

は

も
と

も

と

な

い

の
で

あ

つ
た

が
、

そ

の
よ

う

な

意
味

で
起

信

論

解

釈

を

し

た

の

は
、

法

蔵

で
あ

る
。

法

蔵

の

『
起

信

論

義

記
』

を

通

じ

て
、

起

信

論

の

思

想
を

理

解

す

る

の

は
、

あ

る

意

味

に
お

い

て
は
、

起

信

論

の
真

意

を

あ

や
ま

る
も

の
と

云

わ

ね
ば

な
ら

な

い
。

㈹

無

生

・
無

相

に

つ
い

て
説

明

し

た

も

の

に
、

『
華

厳

経

義

海

百
門

』

の

「

縁

生

会

寂

門

」

の
中

の
第

三
達

無

生
、

第

四
観

無

相

が

あ

る
。

(
大

正

四

五

・
六

二
七

中

下
)

(17)

華

厳

五

教

止
観

(
大

正

四

五

・
五

一

一
上
)

姻

中

論

巻

四

(
大

正

三
〇

・
三

三

上
)

(19)

O
p
.
c
i
t
 
P
5
0
0
 NN
 
2
-
4

(20)

『
華

厳

一
乗

十

玄

門
』

の

な

か

に
も

、

「
維

摩

経

云
、

従

無

住

本

立

一
切

法
。

又
論

云

、

以

有

空
義

故

、

一
切

法

得
成

也

」

(
大

正

四

五

・
五

一
四

下
)

と

あ

る

か

ら

、

五
教

止

観

は
十

玄

門

の
所

説

に

よ

つ
た

の

で
あ

ろ
う

。
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(21)

五

教

止

観

(
大

正

四

五

・
五

一
一
上
)

(22)

孔

目

章

巻

一

(
大

正

四

五

・
五

四

二

中
)

(23)

十

二

門
論

(
大

正

三

〇

・

一
六

五
上

)

(24)

中

論

巻

三

(
大

正

三

〇

・
二
〇

上

)

(25
)

O
p
 
c
i
t
 
P
r
a
s
a
n
n
a
p
a
d
a
 
P
2
6
6
 
l
l
 
9
-

1
0

な

お

同

じ

思

想

に

つ

い

て
は

、
『
中

論
』

因

縁
品

第

十

二
掲

「
諸

法
無

自

性

、
故

無

有

有
相

、

説

有

是
事

故

、

是

事

有

不

然
」
(
大

正

三
〇

・
三
中

)
。
b
ha
v
a
n
a
n
i
 
n
i
hsv
a
b

v
a
n
a
m
 n
a
 
s
a
t
t
a
 
v
i
d
y
a
t
e
 
y
a
t
a
h

＼
s
a
t
l
d
a
m
 
a
s
m
i
n
 
b
h
a
v
a

n
a
i
v
o
p
a
p
a
d
y
a
t
e

(
P
.
8
6
 
l
l
 
1
8
-
1
9

)

な

ど
参

照

。

(26)

稲

津
紀

三
教

授

『
竜

樹

空

観

の
研

究

』
(
大

東

出

版

社
、

昭
和

九

年

)

に

よ

れ

ば
、

羅
什

が

竜

樹

の
中

論

を

訳

出

す

る

に

あ

た

つ
て
、

b
げ
a
v
a

を

す

べ

て

「
法

」

と

訳
し

て

い
る

こ
と
を

注

意

さ

れ

て

い
る
。

し

か
し

竜

樹

の
著

作

と

さ

れ

る

チ

ベ

ツ
ト

訳

『
無

畏

論
』

D
b
u
-
m
a
 
r
t
s
a
-
b
a
h
i
 
h
g
r

h
j
i
g
s
-
m
e
d
 
M
u
l
a
m
a
d
h
y
a
m
a
k
a
-
v
r
t
t
i
-
a
k
u
t
o
b
h

の

「
観

因

縁

品

」

第

一
掲

の

註

釈

に
、
「
存

在

b
ha
v
a
と

は
諸

法

d
h
a
r
m
a
hに
し

て
、

此

存

在

な

る

語

は
、

一
切

の
外

道

と

共
ハ通

な

る

を

用

い

た

る
な

り

」

と

あ
る

か
ら

、

羅

什

が

b
ha
v
a

を

法

と

訳

し

て
も

可

で

あ

る
と

い
う

議

論

も

成
り

立

つ
。

池

田
澄

達

氏

は

此

の

一
文

を

あ

げ

て
、

無

畏
論

の
竜

樹

真

作

に

あ

ら

ざ

る

理

由

と

し

て
お

ら

れ

る
。

池

田
澄

達

『
根

本

中
論

疏

無

畏

論

訳

註

』

(
東
洋

文

庫

論

叢

第

十

六
、

昭

和
七

年

)

一
〇

頁

参

照
。

(27)

五

教
止

観

(
大

正

四

五

・
五

一
二
上

)

(28)

同

上

(
大
正

四
五

・
五

一

一
中

)

(29
)

田
中

博

士

「
賢

首

に

於

け

る
空

」
(
南

都

仏

教

第

一

一
号

)
。
な

お

同

「
賢

首

大

師

に
於

け

る

三
性

の
理

解

」
(
密

教

文
化

二
〇

、

昭

和

二

七
年

)

参

照

。

(30)

上

田
義
文
博
士

「
楡
伽
行
派

に
お
け
る
根
本
真
理
」
(
宮
本
正
尊
編

『
仏
教

の
根
本
真
理
』
四
八
七
頁
以
下
)
参
照
。

(31)

華
厳
五
教
章
巻
四

(
大
正
四
五

・
四
九
九
中
)

(32)

大
智
度
論
巻
八
十

一

(
大
正
二
五

・
六
三

一
下
)

な

お
大
智
度
論
巻
七
十
四
に
は
、「
諸
法
因
縁
和
合
生
是
和
合
法
、
無
有

一
定

法
故
空
、
何
以
故
、
因
縁
生
法
無
自
性
、
無
自
性
故
即
是
畢
寛
空
」
(
大
正
二

五

・
五
八

一
下
)
と
あ

る
。

(33)

こ
の
悪
取
空
と

い
う
言
葉
は
、
喩
伽

仏
教
系

の
者
が
、
清

弁
及
び

そ
の
系

統
を
指
す
言
葉
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
三
論
を
指
し

て
い
る
。

あ
る
い
は
空

有
各
別
を
説
し
と
こ
ろ
の
玄
奨
慈
恩

一
派
の
学
説

に
お
け
る
単
空
を
悪
取
空

と
呼
ん

で
い
る
か
も
知
れ
な

い
。
た
と
え
ば
十

二
門
論
宗
致
義
記
巻
上

(
大

正

四
二

・
二

一
五
上
)

の

「
有
師
説
、

此
三
論

宗
但
破
小
乗
及
外
道

等
遍
計

所
執
実
我
実
法
、

不
破
大
乗
依

他
起
性
、

以
是
幻
有
非
過
失
故
、

若
此
亦

破
、

則
是
断
滅
悪
取
空
摂
、
非
正
法
故
」
は
明
ら
か

に
玄
…奨
学
派
に
対
す

る

言
葉

で
あ
ろ
う
。

な
お
悪

取
空

に
つ
い
て
は
喩
伽
論
記
巻
十
九
下
、
喩
伽
略

纂
、
述
記

四
本
、
七
末
な
ど
参

照
の
こ
と
Q

(34)

章
氏
叢
書
、
斉
物
論
釈
参
照
。

圃

こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
天
台

の
諸
法
実
相
論
を
始
め
と
す
る
大
乗
仏
教

の

現
実
肯
定
論
が
、

ど
の
よ
う
な
歴
史
的
社
会
的
背
景
の
う
え

に
成
熟
し
て
き

た
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

華
厳
思
想
の
形
成
に
果
し
た
空
観
の
役
割

-37-


