
お

の
実
在
を
固
執
し
た
結
果
、
龍
樹

を
し
て
戯
論
生
成

の
根
源
を
追
及
す

る
四
不
生
論
を
説

か
し

め
た

有
自
性
論
者

の
対
破

の
た
め
に
八
不
が
説
か
れ
、

し
か
も
、
そ

の
八
不

の
増
加
を
述

べ
て
い
る
の
で

0

あ

る
。
事
実
、
大
智
度
論
に
は
、
不
増

・
不
減
、

不
垢

・
不
浄
が
加
わ
り
、
合
計
十

二
不
が
説

か
れ

て
い
る
。

要
す

る
に
、

八
不
中
道

の

「
八
不
」
あ
る

い
は
、

八
不
の
縁
起

の

「
八
不
」

は
、
あ

ま
ね
く
概
念

の
否
定
、

す
な
わ
ち

一
切

の
こ
と
ば

の
絶
対
的
否
定

p
r
a
sa
jy
a

p
r
a
tis
e
d
h
a

で
あ

り
、

そ

の
思

想
的
根
拠

は
縁
起

に
あ

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

そ

し
て
、

不
滅

・
不
生
が
八
不

の
筆

頭
を
占

め
る
所

以
に

つ
い
て
は
、
青
目
が
次

の
よ
う

に
説

い

て

い
る
。

生
相
決
定
不
可
得
故
不
生
。
不
滅

者
。
若
無
レ
生
何
得
レ
有
レ
滅
。
以
二
無
レ
生
無
フ
滅
故
。
余
六
事

⑥

亦
無
。

と

こ
ろ
で
、
龍
樹

は
、
縁
起
無
自
性
空
説
、
す
な
わ
ち
相
依

相
待

の
縁
起
説
を
中
軸

と
し
て
、
不

滅

・
不
生

を
は
じ
め
と
す

る
破
邪
即
顕
正

の
論
理
を
展
開

す
る

の
で
あ

る
が
、

よ
り
明
確

に
、
そ
れ

ら

の
本
質
的

な
意
味
を
把
握
し
て
お
く
た
め
に
、

か
れ
の
中
観
思
想

の
直
接

の
源
泉

で
あ
る

「
八
千

頌
般
若
経

」
の
譬
喩
を

た
ず
ね

て
お

こ
う
。

善
男

子
よ
、
例
え
ぽ
、
絃
楽
器

≦

'5
9、

の
音

は
生
じ

つ
つ
あ
る
か
ら
と
は
言

え
、
音

は
ど

こ
か

ら
来
る

の
で
も
な

い
し
、
消
え

つ
つ
あ

る
か
ら
と
は
言
え
、

(
そ
の
音

は
)

ど
こ
か

へ
行
く

の
で

も
な
く
、
ど

こ
か

へ
移

る
わ
け

で
も
な
く
、

因
や
縁

の
和
合

。・鋤
日
p
σq
昌

に
依
存

し
て
い
る
の
で

じ

あ
る
。

…
…
す
な
わ
ち
、
器
体
を
縁
と

し
、
絃
を
縁
と
し
、
棹

を
縁

と
し
、
柱

を
縁

と
し
、
皮
を

縁
と
し
、
撓

を
縁

と
し
、
人

の
加
え

る
に
ふ
さ
わ
し

い
努

力
を
縁

と
し
、

こ
の
よ
う

に
因

に
依
存

し
、
縁

に
依
存

し
た
も

の
と

し
て
弦
楽
器

の
音
は
あ
ら
わ
れ
る
も

の
で
あ

る
。

し
か
し
、

(
そ

の

音

は
)
器
体
か
ら
生
ず

る
の
で
も

な
く
、
皮
、
弦
、棹

、
柱
、
撓

か
ら
で
も

な
く
、
人

の
加
え

る
に
ふ

さ
わ
し

い
努

力
か
ら
音

は
発
生
す

る
の
で
も
な
く
て
、
実
に
、
そ
れ
ら
の
す

べ
て
の
も

の
の
和
合

0

sa
m
�
y
o
g
a

に
よ

っ
て
施
設
さ
れ

る
。
消
え

つ
つ
あ

る
音
も
、
ど

こ
か

へ
去

る
の
で
は
な

い
。

こ
の
経
文
に
説

か
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
、
縁
起

の
道

理
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
因

と
縁
と
が
熟
せ
ば
、
た
ち
ま
ち
こ
こ
に
生
じ
、
因
と
縁

と
が
散
ず
れ
ば
、

た
ち
ま
ち
に
し
て
滅
す

る

と

い
う
縁
起

の
道

理
を
説
く
も

の
で
あ

る
。

こ
の
縁
起

の
道
理
に
よ

っ
て
、
弦

や
器
体

や
撓
や
演
奏

者

の
努
力
な
ど
を
因
縁

と
す

る
弦
楽
器

の
音
が
、
自
体

。。く
㌣
9、
什8
き

と
し
て
、
生
滅

、

来
去
し
た

も

の
で
は
な

い
こ
と
は
明
白

で
あ

る
。

こ
の
論
証

に
よ

っ
て
、
自
体
も

し
く

は
自
性

は
、
幻

の
ご
と
き
、
あ

る
い
は
蜃
気
楼

の
ご
と
き
も

の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、

「
常

一
主
宰
」
な
r@

sv
a
b
h
�
v
a

Q
存
在
が
謬
見

と
し
て
否
定

さ
れ

る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
滅
生
、
断
常
、

一
異
、
来
去
と

い
う
四
種
相
対
概
念
を
前
述

の

「
八

千
頌
般
若
経
」

に
お
け
る
弦
楽
器

の
音

の
生
滅
す
る
因
縁
に
そ

の
ま
ま
配
当
す
れ
ば
、
自
ら
、
縁
起

な

る
が

故

に
無

自

性

、

無

自

性

な

る
が

故

に
空

、

と

い
う

中

観

思

想

の
本

質

的

な
意

味

を

誤

り

な
く

探

り

当

て

る

こ
と

が

で

き

よ
う

。

と

に

か
く

、

八

不

は
、

一
切

の

こ
と
ば

、

す

な

わ

ち
言

辞

立

語

を

否

定

す

る

も

の

で
あ

り
、

だ

か

ら

こ
そ

、
次

に
掲

げ

る

二
頌

は
、

中

論

の
真

髄

を

語

る
詩

頌

と
断

定

し
う

る

の

で
あ

る
。

業

と
煩

悩

が

滅

尽

す

る

か

ら
解

脱

が

あ

り
、

業

と
煩

悩

と

は
分

別

く
蒔
巴
℃
ρ

か

ら
起

る
。

ま

た

、

こ
れ

ら

の
分

別

は
戯

論

p
ra
p
a
n
c
a

か
ら

起

る
。

し

か

し
、

戯

論

は

空

に

お

い

て
滅

び

る
。

(第
十
八
章

第
五
偈

)

心

の
対
境

が

滅

す

る

か

ら
、

こ
と
ば

の
対

象

も

な
く

な

る
。

な

ん
と

な
れ

ば

、

法

性

は
不

生

不

滅

で
あ

り
、

涅

槃

の
ご

と
く

で
あ

る

か
ら

。

(第
十
八
章

第
七
偈

)

註

①

吉

蔵

撰

「
三
論

玄

義

」

(大

正

四

五

・

一
a
)

②

P
.
L
.

V
a
id
y
a
,
e
d
.,

A
y
t
a
s�
h
a
sr
ik
�

P
r
a
jn
a
p
�
r
a
m

ita
,

B
u
d
d
h
ist

S
a
n
sk
r
it

T
e
x
t

N
o
.
4
,
D
a
rb
h
a
n
g
a
,
1
9
6
0
,
p
.
2
3
5

③

L
.
d
e
la
V

all�
e
P
o
u
ssin
,
ed
.,
P
r
a
sa
n
n
a
p
a
d
�
p
�
m
a
M

�
la
m

a
d
h
y
a
m

a
k
a
v
r
tti,

℃
°
=

④

青

目
釈

・
鳩

摩

羅

什

訳

「
中

論

」

観

因

縁

品

第

一

(
大

正

三
〇

二

c
)

⑤

「大

智

度

論

」
巻

八

十
九

(
大

正

二

五

・
六

八
九

a
～

b
)

⑥

青

目
釈

「
中

論

」

観

因

縁

品

第

一

(
大

正

三
〇

・

一
c
)

⑦

A
s
ta
s�
h
a
srik
�

P
r
aj
n
a
p
�
r
a
m
it�
,
p
.
2
54
,
11.
17
～

8

観
音
信
仰
を
中
心
と
す
る
教
団
群

に
つ
い
て

そ

の

現

況

と

特

色

妹

尾

匡

海

筆
者

の
当
面

の
研
究

テ
ー

マ
は
、
現
代

に
お
け
る
観
音
信
仰

の
状
況

に
つ
い
て
の
考
察
と

い
う
も

の
で
あ

る
が

、
こ
の
テ
ー

マ
に
も
と
つ

い
て
、
観
音
信
仰
を
中
心
と
す
る
教
団
群

の
現
況
と
特
色
を

明
ら
か
に
し
て
お
き

た
い
と
思
う
。

日
本

に
お
け
る
仏
教
系
教
団

は
約

二
百
あ

る
と

い
わ
れ

て
い
る
が
、
そ

の
正
確
な
数

は
把
握
さ
れ

て

い
な

い
の
が
実
状

で
あ

る
。

こ
れ

は
宗
教
団
体

の
法
人
届
け
が
、
文
部
大
臣
届
け

(
文
部
大
臣
認

証
)

の
も

の
と
、

各
都
道
府
県

の
知
事
届
け

(
知
事
認
証
)

の
も

の
と

の
二
種
類
が
あ
る

こ
と

に
、

そ

の
大

き
な
原
因
が
あ

る
と

い

っ
て
よ
い
と
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
文
部
大
臣
認
証

の
宗
教
法
人

は
、
文

化
庁

の
宗
教
統
計

な
ど

で
詳
細
な
デ

ー
タ
が
発
表
さ
れ

て
い
る
が
、
各
都
道
府
県

の
知
事

認
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証

の
宗
教
法
人
は
、
全
国

の
都
道
府
県
庁

に
直
接

お
も

む
い
て
調
査

し
な
け
れ
ば
正
確
な
デ

ー
タ
を

得

る
こ
と
が

で
き
な

い
の
で
あ
る
。

言

い
か
え
れ
ば
、

た
と
え
そ

の
教
団

の
勢
力
が
大
規
模
な
も

の

で
あ

っ
て
も
、
知
事
認
証

の
法
人
で
あ

っ
た
場
合

は
全
国
的

に
知
ら
れ

る
こ
と
が
少

な
く
、
情
報
が

得
ら
れ

に
く

い
と

い
う

こ
と
が

い
え
る

の
で
あ

り
、
逆

に
、
比
較
的
小
規
模

の
教
団

で
あ

っ
て
も
そ

れ
が
文
部
大
臣
認
証

の
法
人
で
あ

っ
た
場
合
は
宗
教
統
計

な
ど
で
詳
細

な
デ

ー
タ
が
発
表

さ
れ
、
そ

れ

に
と
も

な

っ
て
知
名
度
も
高
く
、

マ
ス

コ
、・・
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ

や
す

い
と

い

っ
た
こ
と
が

い
え

る
の
で
あ

る
。

こ
の
こ
と

に
つ
い
て
ひ
と

つ
の
例
を
あ
げ

れ
ば
、
青
森
県

に

「
松
緑
神
道
大
和
山
」
と
称
す

る
神

道
系
教
団
が
あ

る
。

こ
の
教
団
は

明
治
時
代

に
立
教

し
、

現
在
、

信
徒

三
十
万
人
を
有

し
て
い
る

が
、
青
森
県
知
事
認
証

の
宗
教
法
人
で
あ

る
た
め
に
文
化
庁
発
行

の

『
宗
教
年
鑑
』
等

に
も
詳

し
く

記
載
さ
れ

る
こ
と
が
な
く
、
同
じ
神
道
系

の

「
大
本
」
(
信
徒
約
五
十
万
)
、
「
ほ
ん
み
ち
」
(
信
徒
約

三
十
万
)
等
と
ほ
ぼ
同
規
模

の
勢

力
を
有

し
な
が
ら
全
国
的

な
知
名
度

は
比
較

に
な
ら

ぬ

ほ

ど

低

く
、
そ

の
た
め
調
査
研
究

の
場
合
も
そ

の
存
在
が

し
ば

し
ば
見
落
と
さ
れ
が
ち

で
あ

る
。

観
音
信
仰
を
中

心
と
す
る
教
団
群

に

つ
い
て
調
査
す

る
場
合
も
、

こ
の
よ
う

に
、
文
部
大
臣
認
証

の
も

の
は
と
も

か
く
と
し
て
、
各
都
道
府
県
知
事
認
証

の
宗
教
法
人

の
調
査

は
制
約
が
多
く
、
相
当

な
規
模
を
有
し
て

い
る
教
団
で
あ

っ
て
も
そ

の
存
在
を
見
落

と
し
て
い
る
可
能
性
が
充
分

に
あ

る
と

思
わ
れ

る
。
そ

の
意
味
に
お

い
て
、

こ
の
小
論

は
調
査

の
現
段
階

に
お
け

る
ま
と

め
に
す
ぎ
ぬ

こ
と

を
あ
ら

か
じ
め
断

っ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

さ

て
今
回
、

『
宗
教
年
鑑

』
等
を
参

照
し
、
ま
た
わ
か
る
範
囲
内

で
実
際

に
調
査

し
た
結
果
、
得

0

ら
れ
た

の
が
次

の
表
で
あ

る
。

既
成
教
団
群

新
教
団
群

(新
宗
教
)

救
世
観
音
宗

真
如
苑

観
音
宗

粉
河
観
音
宗

阿
含
宗
観
音
慈
恵
会

平
和
観
音
妙
庵

聖
観
音
宗

観
音
聖
教

　

世
界
救
世
教

附　

こ
の
表

で
は
既
成
教
団
と
新
教
団

と
を
分
け

て
あ

る
が
、

こ
れ

は
、
観
音
信
仰

を
中

心
と
す

る
教

団

の
特
色

に
つ
い
て
考
察
す

る
場
合

、
ま
ず
そ
れ
ら

の
教
団
を
既
成
教
団
と
新
教
団
と

に
分
け

て
そ

れ
ぞ
れ

の
実
態
を
把

え
、
そ

の
差
異

や
共
通

の
特
色
を
明
ら

か
に
す
る

こ
と
が
重
要

で
あ

る
と
思
わ

れ
た

か
ら

で
あ
る
。

こ
の
、
既
成

教
団
と
新

教
団
と

の
区
分

の
基
準

に

つ
い
て
は
、
学
問
的
定
説

の
な
い
の
が
現
状

で

あ

る
。
し
か
し
、
最

近
で
は
明
治

二
十
五
年

以
降

に
立
教
、
創
立
さ
れ
た
教
団
を
新
宗
教

と
す

る
説

②

が
や
や
主
流
化
し

つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
小
論

で
は
、

こ
の
問
題

に
つ
い
て
多
く

を
論

じ
る

こ
と

は
許
さ
れ
な

い
が
、

一
応
、
筆

者
も

こ
の
主
流
化
し

つ
つ
あ

る
説

に
従

っ
て
既
成
教
団
と
新
教

団
と
を
分
類
し
た
。

さ

て
、
既
成
教
団
群

に
は
表

に
見
ら
れ

る
よ
う

に

「
救
世
観
音
宗
」
「
観
音
宗
」
「
粉
河
観
音
宗
」

「
聖
観
音
宗
」

の
四

つ
が
存
在

し
て
い
る
が
、
ま
ず
、

「
救
世
観
音
宗
」

は
西
国

三
十

三
ヵ
所

の
う

ち

の
二
番

に
あ
た

る

紀

三
井
寺

の

観
音
信
仰
を
中
心
と
す

る

教
団

で
あ

る
。

本
尊

は
十

一
面
観
音

で
、
教
勢

は
寺
院
十
五
、
教
会

一
、
教
師

二
十
五
人
、
信
徒

一
万
人
と
公
称
さ
れ

て
い
る
。
紀

三
井

寺

の
観
音
信
仰

は
、
宝
亀

元
年

(
七
七
〇
年
)

に
ま

で
さ

か
の
ぼ

る
と

い
わ
れ

る
が
、
教
団
と

し
て

は
、
昭
和

二
十
三
年

、

真

言
宗

山
階
派
か
ら
分
離

独
立
し

て
宗

教
法
人
を
設
立
し

て
い
る
。

『
観
音

経

』
に
説
か
れ
る
現

当
二
世

の
幸

福
祈

願
を
宗
義

と
し

て
い
る
が
、
や

は
り
伝
統
的
な
巡
礼
地
信
仰

に
支

え
ら
れ
て

い
る
教
団

と

い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

次

に

「
観
音
宗

」
は
吾
彦

山
大

聖
観

音
寺

の
観
音

信
仰

を
中

心
と
す
る
教
団

で
、
本
尊

の
聖
観
音

あ

び

こ

は
俗
に
我
孫
子
観
音

と
呼
ば

れ
て
庶

民

の
信
仰

を
集

め
て

い
る
。

教
勢

は
寺
院

二
、

教
師

三

十

五

人
、
信
徒

五
十
万
人

と
公
称

さ
れ
、
弘
誓
自
他
平
等

、
福

寿
無

量
を
宗
義

と
し

て
い
る
。

こ
の
教
団

も
前
出

の

「
救

世
観
音
宗

」
と
同
じ
よ
う
に
昭
和

二
十

一
年

に
真

言
宗

山
階
派

か
ら
分
離
独
立
し
宗

教
法
人
を
設
立
し
た
。
教

団

の
特

色
は
や
は
り
伝
統

的
な
巡
礼

地
信
仰

に
支

え
ら
れ

て
い
る
点

に
あ

る
と

い
っ
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

次
に

「
粉
河

観
音
宗

」
で
あ
る
が
、

こ
の
教
団

は
西
国
三
十
三
ヵ
所

の
う
ち

の
三
番

に
あ
た

る
粉

河
寺

が
本
山
で
あ
り
、
千
手
千
眼
観
音

が
本
尊

で
あ

る
。

こ
の

「
粉
河
観
音
宗

」
は
、
粉
河
寺
を
中

心
と
し
て
昭
和
二
十
三
年

に
天
台
宗

よ
り
分
離
独
立

し
宗

教
法

人
を
設
立
し
た
。

教
勢

は
寺
院
六
、

信
徒

二
万
五
千
人
を
公
称

し
て

い
る
が

、
粉
河
寺

を
中

心
と
す
る
巡
礼

地
信
仰

が
そ

の
根
本
と
な

っ

て

い
る

こ
と
は
前

出

の
二
教

団
と
同
様

で
あ

る
と

い
っ
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

次

に

「
聖
観
音
宗

」
は
、
天
台
宗
浅
草
寺

を
本

山
と
し
て
昭
和

二
十
五
年

に
別
立
さ
れ
た
。
本

山

の
浅
草
寺

は
聖
観
音

を
本
尊

と
し
、

「
浅
草

の
観
音
様
」
と

し
て
庶
民

の
111II$

を
集

め
て
い
る
。

こ

の

「
聖
観
音
宗

」
は
浅
草
寺

の
観
音
信
仰
を
中
心
と

し
な
が
ら
も
、
伝
統
的

な
巡
礼
地
信
仰

か
ら
新

③

し
い
布
教
活
動

を
中

心
と

し
た
宗
教

へ
の
脱
皮
を
計

っ
て
別
立

さ
れ

た
も

の
と

い
わ
れ
、
そ

う
し
た

点

か
ら
注

目
さ
れ
よ
う
。

以
上
、
こ
れ
ら
の
観
音
信
仰
を
中
心

と
す

る
既
成
教
団
を
見

る
と
、
す

べ
て
戦
後
独
立

し
た
も

の

で
あ

り
、

そ
れ

以
前

は
す

べ
て
真
言
宗
と
天
台
宗

に
属

し
て
い
た
も

の
で
あ

る
こ
と
が

わ
か
る
。

ま

た
こ
れ
ら
の
本
山

は
い
ず
れ
も
庶
民

の
信
仰
を
集

め
た
伝
統
的

な
巡
礼
地
信
仰

の

メ
ッ
カ
で
あ

り
、

分
離

独
立
後

も
そ

の
カ
ラ
ー
は
変

っ
て
い
な
い
と

い
え

よ
う
。
必
然
的

に
教
団
と

し
て
の
活
動

は
不
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活
発
で
あ

り
、
旧
態
然

と
し
た
巡
礼
地
信
仰
以
外
に
大
き
な
特

色
を
見

い
出
す

こ
と
が

で
き

な
い
の

が
現
状
で
あ

る
。

た
だ
、
そ
う

し
た
中

で

「
聖
観
音
宗

」
は
唯

一
、
布
教
活
動

や
社
会
福
祉
活
動
が

極

め
て
顕
著

で
あ

り
、

た
ん
な
る
巡
礼
地
信
仰

か
ら

の
脱
皮
が
計
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
認

め
ら
れ

よ

う
。さ

て
、
次
に
新

教
団
群

に

つ
い
て
見

て
み
た

い
。
ま
ず
、
東
京

都
立
川
市

の
真

澄
寺

に
本
部
を
置

く

「
真
如
苑

」
は
、

十

一
面
観
音
、
釈
迦
牟
尼
仏
、
不
動
明
王
を
本
尊

と
す
る
真

言
系

の
教
団

で
あ

り
、
醍
醐
寺
派

の
真

言
密
教
を
そ

の
母
胎
と
し

て
い
る
。

教
勢

は
教
会
十
三
、
教
師

二
千

五
百
人
、

信
徒
五
十
万
人
と
公
称

さ
れ
、
最
近

は
海
外

へ
の
進
出
も
盛
ん
で
あ

る
と

い
わ
れ
る
。

次

に

「
阿
含
宗
観
音
慈
恵
会
」

は
、
京
都

の
花

山

に
本
部
を
置
く
密
教
系

の
教
団

で
あ

る
。
本
尊

は
準
胝
観

音
、
大

日
如
来
、
釈
迦
牟
尼
仏

で
、
教
勢

は
教
会
六
、
支
部

三
、
教
師

三
十

五
人
、
信
徒

五
万
人
と
公
称
さ
れ
て
い
る
。

次

に

「
平
和
観
音
妙
庵
」

は
、
本
部
を
金
沢
市

に
置
き
、
十

一
面
観
音

を
本
尊

と
す

る
教
団

で
あ

る
。
教
勢

は
、
教
師
十
人
、
信
徒
千
人
と
公
称
さ
れ
て

い
る
。

次
に
、
岡

山
県

に
本
部
を
置
く

「
観

音
聖
教
」
は
、
十

一
面
観
音

を
本
尊

と
す

る
教
団
で
、

『
観
音
経
』
に
説

か
れ
る
現
当

二
世

の
幸
福

祈
願
、
大
慈
大
悲
利
他
行

を
教
義
と

し
て
い
る
。
教
勢

は
、
教

会

一
、
支
部
十
、
教
師

二
十
人
、
信

徒

五
千
人
と
公
称

さ
れ
て

い
る
。

　

次

に
、
表
末

に
附

と
し
て
掲
げ

た

「
世
界
救
世
教
」
は
本
部

を
熱
海
、
箱
根

に
置
く
神
道
系

の
教

　

団

で
あ

る
が
、

こ
の
教
団

の

以
前

の

本
尊

は
千
手
千
眼
観
音

で
あ

り
、

教
団
名
を

「
大
日
本
観
音

会
」
と
称
し
て

い
た
。

こ
の
教
屈

は
観
音
信
仰
と
神
道
系

の

「
大
本

」
教

の
影
響
が
強
く
衷
わ
れ

て

お
り
、
純
然
た
る
観
音

信
仰

を
中

心
と
す

る
教
団
と

は
異
な
る
が
、
参
考

ま
で
に
掲
げ

て
お
い
た
。

教
勢

は
教
会

二
、
教
師
四
千
人
、
信
徒
九
十
万
人
と
公
称

さ
れ
て

い
る
。

以
上
、
新
教
団
群
も
既
成
教
団
群
と
同
様

に
密

教
系

の
も

の
が
多

い

こ
と
が
第

一
に
指
摘

さ
れ

る

で
あ

ろ
う
。
次

に
、
「
真
如
苑

」
や

「
阿
含
宗
観
音
慈
恵
会
」
で
は
観
音

は
単
独

の
本
尊

で
は
な
く
、

参
考

に
あ
げ
た

「
世
界
救
世
教
」

に
い
た

っ
て
は
本
尊

も
教
団
名
称

も
ま

っ
た
く
変
更

さ
れ
、

こ
れ

ら
の
教
団

の
観
音
信
仰

は
ま

っ
た
く
流
動
的
と

い
わ
ざ

る
を
得

な
い
で
あ

ろ
う
。
唯

一
、
観
音
を
独

立
本
尊
と
す

る
教
団
は

「
観
音
聖
教
」

の
み
で
あ
る
。

ま
た

こ
れ
ら
の
教
団
群

は
全
国

レ
ベ
ル
か
ら

見

て
中
規
模

お
よ
び
小
規
模

で
、

い
ず
れ
も
教
勢

は
発

展
途
上
段
階

に
あ

り
、
す

で
に
安
定
期

に
入

っ
た
と

さ
れ

る
法
華
系
新
教
団
群
等

と
比
較
し

て
み

て
か
な
り
な
差

異

の
あ

る
こ
と
が
認

め
ら
れ

よ

う
。こ

れ
ら

の
諸
点
を
総
合
す
る
と
、
観
音
信
仰
を
中
心
と
す
る
教
団

の
う
ち
既
成
教
団

の
多
く

は
旧

来

か
ら

の
庶
民
信
仰

に
依
存

し
た
巡
礼
地
信
仰

の
域
を
脱
し
て
お
ら
ず
、
教
団
と

し
て
の
活
動
も
低

迷
化

し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

ま
た
、
新
教
団
群
は
あ
ら
ゆ
る
面

で
発
展
途
上

の
段
階
に
あ

り
、

そ
の
観
音
信
仰
も

い
つ
他

の
も

の
に
変
化

し
て
い
く

か
も
知
れ
ぬ
流
動
的
な
要
素

の
強

い
こ
と
が
指
摘

で
き

る
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
見
る
と
、
仏
教
系
教
団
群

の
中

に
お

い
て
、

い
わ
ば
観
音
信
仰
系
教
団
群
と
も

い
う

べ
き
も

の
の
地
位

は
確
立
さ
れ
て

お
ら
ず
、
そ

の
展
望
も
実

に
不
確
実
性

に
満
ち

て
い
る
と

い
わ
ざ

る
を
得
な

い
と
思
わ
れ
る
。

註
①

こ
の
表
を
ま
と
め
る
に
あ
た

っ
て
は
、

文
化
庁

『
宗

教
年
鑑

』
、

仏
教

タ
イ

ム
ス

『
仏
教

大
年
鑑
』
、
雄
山
閣
出
版

『
新
宗

教
研
究
調
査

ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
』
、
金
花
舎

『
現
代
仏
教
を
知

る
大
辞
典
』
、
大
蔵
出
版

『
新
宗

教

の
世
界
』
等
を
主

に
利
用
し
た
。

②

大
蔵
出
版

「
新
宗

教

の
世
界
」
1
、

一
九

〇
頁
。

③

「
聖
観
音
宗

」

の
布

教
活
動
は
、
各
種

の
所
属

団
体
を
設
け
て
多
方

面

に
お
よ
ぼ
さ
れ

て

い
る
が
、

一
方

、
事

業
面

で
も
幼
稚

園
、
病

院
、
福
祉
会
館
等
を
設
立
し
て
活
動
を
お

こ
な

っ
て
お
り
、
ま
た

「
仏
教
文
化
講
座
」
を
は
じ
め
と
し
て
各
種

の
講
座
が
開
設

さ

れ

て

い

る
。

こ
う
し
た
活
動
は
、

こ
こ
に
と
り
あ
げ

た
他

の
既
成

教
団

に
見
ら
れ

ぬ

「
聖
観
宗
」

の

積
極
的
な

カ
ラ
ー
を
よ
く
示
し
て

い
る
と

い
え
よ
う
。

華

林

園

と

仏

教

藤

井

照

之

六
朝

の
貴

族
知
識
人

の
仏
教
受
容

を
考

え
る
場
合

、
宮
廷

に
附
属

す
る

一
庭

園
で
あ
る
華
林

園

の

存
在
が
非
常

に
重
要
な
位
置

を
占

め
て

い
る

こ
と
が

わ
か
る
。

そ
れ
は
、
華
林

園
に
於

い
て
行

わ
れ

た
仏
教
が
特
殊
な
仏
教
形
態

を
示
す

と
言

う

の
で
は
な
く
、
華
林
園

そ
の
も

の
が
本
来
的

な
庭
園

と

し
て
の
機
能
を
果
し
た

の
み

に
と
ど
ま
ら
ず
、
仏
教
受
容

の
為

の
重
要
な
施
設
と
な

っ
て

い
る
点
で

あ
る
。
特

に
そ
れ
は
斉

・
梁
代

に
於

い
て
顕
著

に
見

ら
れ
る
。
そ

こ
で
本
稿

で
は
、
華
林
園
が
仏
教

O

受
容

の
上
で
如
何
な
る
機
能

・
役
割

を
果

し
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
た

い
。

華
林
園

の
歴
史

は
古
く

、
魏

の
洛
陽

に
於

い
て
巳

に
見

る
こ
と
が
出
来

る
。

『
魏
志

』
文
帝
紀
黄

初
四
年

の
条

の
裴
松
之

の
注

に
次

の
よ
う

に
云
う
。

魏
書
日
、
…
…
是
冬
、

甘
露
降

二芳
林
園

↓
臣
松
之
按
芳
林
園
即
今
華
林
園
、

斉

王
芳

即
位

、

改

為
二華
林

唱

こ
れ
を
見
る
と
、
魏

の
斉

王
芳
が

即
位

し
た
の
に
と
も

な
い
、
斉
王
芳

の
諱

を
避
け

て
芳
林
園
を

華
林

園
と
改
称

し
た
と
云
う

の
で
あ

る
。

し
か
も
、
華
林
園

は
裴
松
之

の
南
朝
宋

の
時
代
ま

で
続

い

て

い
た
と
云
う
。
但

し
、
同
じ

『
魏

志
』
巻

=
二
王
朗
伝

の
中

で
は
、
已

に
明
帝

の
時

に
華
林
園
が

②

存

し
て
い
た
こ
と
が
記

さ
れ

て
い
る
。

こ
の
点

に
つ
い
て
は
多
少

の
疑
問
も
あ

る
が
、

い
ず
れ

に
し


