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有
名
な
、「
バ
ベ
ル
の
塔
」
で
あ
る
。作

者
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
は
、
一
五
六
三
年
と

一
五
六
五
年
に
同
じ
画
題
で
二
つ
の
作

品
を
手
掛
け
て
い
る
。
作
品
の
大
き
さ

か
ら
前
者
は
「
大
バ
ベ
ル
」、
後
者
は
「
小

バ
ベ
ル
」と
区
別
さ
れ
て
い
る
。昨
年
小
バ

ベ
ル
の
方
が
、
来
日
し
、

話
題
と
な
っ
た
。

東
京
と
大
阪
で
公
開

さ
れ
た
が
、私
は
大
阪
の

美
術
館
で
見
る
こ
と
が

で
き
た
。
小
バ
ベ
ル
と
言

わ
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
縦

六
十
セ
ン
チ
、
横
七
十

五
セ
ン
チ
の
画
面
は
、
想

像
し
て
い
た
よ
り
も
小

さ
く
感
じ
ら
れ
た
。

旧
約
聖
書
の
バ
ベ
ル
の

塔
の
は
な
し
は
、よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
天
に
も
届

く
よ
う
な
巨
大
な
塔
を

建
設
し
よ
う
と
し
た

人
々
が
、
神
の
怒
り
を

か
っ
た
と
い
う
は
な
し
で
あ
る
。
彼
ら
は

共
通
の
言
語
を
奪
わ
れ
、
神
を
も
恐
れ

る
試
み
を
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
。
こ
の
絵
は
ま
だ
建
設
途
中
の
様
子

を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
人
間

の
傲
慢
を
神
が
罰
す
る
と
い
う
パ
タ
ー

ン
の
は
な
し
が
多
い
。

そ
こ
に
は
、大
き
く
二
通
り
の
解
釈

が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。人
間
の
思

い
上
が
り
に
対
す
る
批
判
か
、そ
れ
と

も
こ
こ
ま
で
見
事
な
建
築
物
を
構
築

し
て
し
ま
う
人
間
の
力
に
対
す
る
讃

美
か
。ど
ち
ら
を
取
る
か
は
見
る
者
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
限
界
ま
で
細
密
に
描
き
込
ま

れ
た
画
面
を
目
の
前
に
す
る
と
、
神
よ

り
も
人
間
の
方
に
軍
配
を
上
げ
た
く

な
る
の
も
事
実
だ
。

　

バ
ベ
ル
の
塔

常　

徳　

寺　

西　

山　
　
　

彰　

「
私
は
如
来
大
悲
の
恩
徳
を
感
謝

す
る
」と
言
わ
な
い
で
、「
南
無
阿

弥
陀
仏
」と
い
う
言
葉
で
も
っ
て

そ
の
謝
念
を
表
現
し
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。

寺
川
俊
昭『
親
鸞
の
仏
道
』

寺
川
俊
昭
：
一
九
二
八
年
生

ま
れ
。　

大
谷
大
学
元
学
長
。

名
誉
教
授
。『
親
鸞
の
仏
道
』

に
つ
い
て
は
、
本
の
紹
介
欄

を
参
照
く
だ
さ
い
。
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最
近
、
歴
史
学
者
で
あ
る
磯
田

道
史
さ
ん
が
か
か
れ
た
「
無
私
の

日
本
人
」
と
い
う
本
を
あ
る
方
が

貸
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
の
本
で
は
江
戸
時
代
に
生

き
た
、
全
国
的
に
は
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
な
い
人
々
の
お
話
し

が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
ひ
と
つ
仙
台
藩
に
あ
る

「
吉
岡
宿
」
の
お
話
し
で
す
。

生
活
が
困
窮
し
、明
る
い
未
来

の
見
え
な
い
村
を
嘆
く
穀
田
屋

十
三
郎
。今
だ
け
で
は
な
く
将
来

こ
の
村
で
生
き
て
ゆ
く
人
々
も

豊
か
に
暮
ら
せ
る
に
は
ど
う
し

た
ら
良
い
か
…
同
士
と
と
も
に

考
え
行
動
し
て
ゆ
き
ま
す
。

藩
に
お
金
を
貸
し
て
、
そ
の

利
息
を
受
け
取
る
と
い
う
妙
案

が
浮
か
び
、
未
来
永
劫
、
村
の

人
々
が
豊
か
に
暮
ら
し
て
ゆ
け

る
こ
と
だ
け
を
目
指
し
て
、
身

を
削
り
、
危
険
を
お
か
し
て
藩

と
掛
け
合
い
ま
す
。
時
間
を
か

け
て
仲
間
を
募
り
、
村
人
に
丁

寧
に
説
明
を
し
、
協
力
で
き
な

い
人
が
い
て
も
責
め
る
こ
と
も

あ
り
ま
せ
ん
。

な
ん
と
か
妙
案
が
実
を
結
ぶ

の
で
す
が
、
自
分
た
ち
が
英
雄

に
な
る
こ
と
や
名
を
残
す
こ
と

は
極
端
な
ま
で
に
避
け
ま
す
。

英
雄
が
生
ま
れ
る
こ
と
で
、

村
の
中
の
人
間
関
係
が
乱
れ
る

こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
す
。

せ
っ
か
く
資
金
が
生
活
を
潤

し
て
も
、
そ
れ
で
は
豊
か
な
生

活
は
生
ま
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
吉
岡
宿
の
穀
田
屋
十
三

郎
と
同
士
達
は
、
世
の
中
を
統

治
す
る
人
が
遺
す
歴
史
に
は
残

り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
吉
岡
宿

に
あ
る
寺
の
住
職
が
書
い
た
国

恩
記
と
い
う
記
録
に
残
っ
て
い

る
そ
う
で
す
。

我
を
忘
れ
て
村
の
将
来
の
た

め
に
動
い
た
こ
の
人
た
ち
の
姿

を
自
分
の
子
に
遺
し
た
い
と
い

う
思
い
で
、
磯
田
さ
ん
は
こ
の

本
を
書
い
た
と
言
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
本
を
読
ん
で
思
い
出
し

た
の
で
す
が
、
高
校
一
年
生
の

時
に
死
別
し
た
父
が
「
名
を
挙

げ
よ
う
と
し
た
り
、
賞
賛
を
得

よ
う
と
す
れ
ば
、
本
懐
か
ら
は

遠
ざ
か
る
」
と
い
う
こ
と
を
折

り
に
触
れ
て
話
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
時
は
よ
く
わ
か
ら
な

か
っ
た
の
で
す
が
、
父
も
娘
で

あ
る
私
に
「
我
を
忘
れ
て
人
に

尽
く
す
」
と
い
う
大
切
な
生
き

方
を
遺
し
た
い
と
思
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

さ
て
。私
は
働
い
て
い
る「
つ

ど
い
場
は
な
う
め
」
は
県
が
済

生
会
金
沢
病
院
に
委
託
し
た
事

業
で
、
本
多
町
に
あ
る
社
会
福

祉
会
館
の
三
階
に
あ
り
ま
す
。

が
ん
患
者
さ
ん
や
ご
家
族
が
ほ

ろ
り
と
気
持
ち
を
こ
ぼ
さ
れ
た

り
、
医
療
や
病
気
、
症
状
と
の

つ
き
合
い
方
を
相
談
し
た
り
、

が
ん
を
体
験
さ
れ
た
人
同
士
で

語
り
合
っ
た
り
、
が
ん
と
は
全

く
関
係
の
な
い
雑
談
に
花
が
咲

く
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
い
ろ

い
ろ
な
図
書
も
備
え
て
い
ま
す
。

初
め
て
来
て
く
だ
さ
っ
た
方

の
中
に
は
「
こ
ん
な
に
ユ
ル
い

（
気
楽
な
）と
こ
ろ
だ
と
思
わ
な

か
っ
た
！
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方

が
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
く
つ

ろ
げ
る
雰
囲
気
な
の
で
し
ょ
う
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
わ
れ

る
方
は
「
は
な
う
め
」
と
検
索

し
て
い
た
だ
く
と
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
う
で

は
な
い
方
は
、
日
曜
日
と
祝
日

以
外
九
時
か
ら
十
六
時
ま
で
ふ

ら
り
と
寄
っ
て
い
た
だ
い
て
も

良
い
で
す
し
、
一
度
お
電
話
く

だ
さ
っ
て
も
結
構
で
す
。

実
は
先
の「
無
私
の
日
本
人
」

を
貸
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、

は
な
う
め
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ

ん
な
の
で
す
。
こ
ん
な
価
値
観

を
大
切
に
し
て
い
る
方
と
一
緒

に
、
み
な
さ
ん
を
お
待
ち
で
き

る
こ
と
を
と
て
も
あ
り
が
た
い

と
感
じ
て
い
ま
す
。

木
村
美
代

無
私
の
日
本
人

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
（
略
歴
）

木
村
美
代　

き
む
ら
み
よ

金
沢
生
ま
れ
金
沢
育
ち
。
団
塊

ジ
ュ
ニ
ア
世
代
。
金
沢
大
学
病
院
、

済
生
会
金
沢
病
院
で
の
病
棟
看

護
師
と
し
て
の
勤
務
を
経
て
、
平

成
二
十
五
年
よ
り
県
が
済
生
会

金
沢
病
院
に
委
託
し
た
が
ん
サ

ロ
ン 
石
川
県
が
ん
安
心
生
活
サ

ポ
ー
ト
ハ
ウ
ス
「
つ
ど
い
場
は
な

う
め
」
の
運
営
に
携
る
。
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明
法
（
弁
円
）

今
回
は
親
鸞
聖
人
の
弟
子
で
、

関
東
二
十
四
輩
の
第
十
九
番
で

あ
る
明
法
で
す
。
山
伏
の
弁
円

と
い
う
名
前
の
方
が
良
く
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

明
法
を
開
基
と
す
る
法
専
寺

で
は
、
明
法
の
俗
名
は
平
能
宗

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
能
宗
は

平
清
盛
没
後
、
平
氏
の
棟
梁
と

な
っ
た
宗
盛
の
子
で
す
。
つ
ま

り
平
清
盛
の
孫
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
し
か
し『
吾
妻
鏡
』

に
よ
り
ま
す
と
、
平
氏
が
壇
ノ

浦
の
戦
い
で
敗
れ
た
後
、
平
能

宗
は
京
の
六
条
河
原
で
斬
首
さ

れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ

く
明
法
を
開
基
と
す
る
上
宮
寺

で
は
、
関
白
藤
原
忠
通
の
曾
孫

と
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
い
ず
れ
の
寺
で
も
、

聖
護
院
で
修
業
し
山
伏
と
な
り
、

常
陸
国
の
佐
竹
氏
の
庇
護
を
受

け
多
く
の
門
弟
を
持
っ
て
い
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
曾
孫
で
本
願
寺

を
創
設
し
た
覚
如
上
人
が
編
纂

さ
れ
た
親
鸞
聖
人
の
伝
記
で
あ

る
『
御
伝
鈔
』
に
は
、
親
鸞
聖

人
と
明
法
の
こ
と
が
次
の
よ
う

に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

越
後
国
（
新
潟
県
）
に
流
罪

に
な
っ
て
い
た
親
鸞
聖
人
は
、

赦
免
さ
れ
た
後
、
常
陸
国
（
茨

城
県
）
の
稲
田
に
庵
を
構
え
ま

す
。
す
る
と
、
僧
や
在
家
を
問

わ
ず
、
多
く
の
人
び
と
が
押
し

寄
せ
、
門
の
前
は
人
で
あ
ふ
れ

て
い
た
と
い
い
ま
す
。

聖
人
の
教
化
が
弘
ま
っ
て
い

く
の
を
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ

た
一
人
の
山
伏
が
、
聖
人
を
襲

お
う
と
機
会
を
う
か
が
っ
て
い

ま
し
た
。
す
る
と
、
聖
人
が
板

敷
山
と
い
う
深
い
山
を
常
々
通

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
き
つ
け

ま
す
。
し
か
し
、
何
度
も
待
ち

伏
せ
て
襲
お
う
と
す
る
も
の
の
、

い
つ
も
空
振
り
に
終
わ
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
不
思
議
に
思
っ
た

山
伏
は
直
接
親
鸞
聖
人
の
庵
を

襲
い
に
行
く
と
、
親
鸞
聖
人
は

な
ん
の
た
め
ら
い
も
な
く
出
て

こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
姿
を
見

る
と
、
襲
お
う
と
思
っ
て
い
た

心
が
た
ち
ま
ち
に
消
え
、
そ
れ

ど
こ
ろ
か
後
悔
の
涙
が
溢
れ
て

き
た
の
で
す
。
山
伏
は
今
こ
こ

を
訪
れ
た
理
由
を
あ
り
の
ま
ま

に
伝
え
ま
し
た
が
、
聖
人
は
全

く
驚
く
こ
と
も
な
く
山
伏
の
気

持
ち
を
受
け
止
め
た
の
で
す
。

山
伏
は
そ
の
場
で
弓
を
切
り
、

刀
を
捨
て
、
頭
巾
を
取
り
、
柿

渋
で
染
め
た
衣
を
改
め
て
親
鸞

聖
人
の
弟
子
と
な
っ
た
の
で
す
。

こ
れ
が
明
法
坊
で
し
た
。

こ
の
中
に
は
明
法
と
だ
け
あ

り
、
弁
円
と
い
う
名
前
は
あ
り

ま
せ
ん
。
弁
円
と
い
う
名
前
が

出
て
く
る
の
は
江
戸
期
に
入
っ

て
か
ら
の
よ
う
で
す
。
こ
の
頃
、

浄
瑠
璃
な
ど
が
盛
ん
に
な
り
、

親
鸞
聖
人
ゆ
か
り
の
物
語
も
多

く
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
す
る
と
、
親
鸞
聖
人
の

弟
子
に
な
る
以
前
の
名
前
が
な

い
と
都
合
が
悪
い
の
で「
弁
円
」

と
い
う
山
伏
ら
し
い
名
前
が
付

け
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。「
山

伏
」
も
、
親
鸞
聖
人
の
頃
と
江

戸
時
代
で
は
内
容
も
違
っ
て
い

ま
す
。
江
戸
時
代
は
僧
侶
と
山

伏
は
一
応
区
別
さ
れ
て
い
ま
し

た
。し
か
し
、親
鸞
聖
人
の
頃
は
、

山
で
修
業
し
て
い
る
僧
侶
や
聖

な
ど
が
山
伏
と
呼
ば
れ
て
い
た

よ
う
で
、
僧
侶
と
山
伏
の
明
確

な
区
別
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
明
法
は

有
力
な
親
鸞
聖
人
の
弟
子
で

あ
っ
た
よ
う
で
、
明
法
が
亡
く

な
っ
た
こ
と
を
京
都
で
知
っ
た

親
鸞
聖
人
は
、
お
手
紙
に
「
明

法
房
が
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
ら

れ
た
こ
と
を
聞
き
な
が
ら
、
明

法
房
の
の
こ
し
た
行
跡
を
粗
略

に
す
る
よ
う
な
人
々
は
そ
の
同

朋
で
は
な
い
」
と
書
き
残
し
て

お
ら
れ
ま
す
。

法
専
寺
の
裏
に
は
明
法
房
が

埋
葬
さ
れ
た
塚
が
あ
り
、
常
陸

大
宮
市
の
史
跡
と
な
っ
て
い
る

そ
う
で
す
。
も
し
訪
れ
る
機
会

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
二
人
の

間
に
あ
っ
た
物
語
に
思
い
を
偲

ば
せ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

『
サ
ン
ガ
茶
話
会
』

　

毎
月
第
一
木
曜
日

　

午
後
三
時
～
五
時

　

東
別
院
真
宗
会
館
内

　
　

囲
炉
裏
の
間

　

お
茶
と
お
菓
子
を
い
た

だ
き
な
が
ら
、
お
坊
さ
ん

と
気
楽
に
お
話
で
き
る
空

間
で
す
。相
談
と
い
う
ほ
ど

で
は
な
い
に
し
ろ
、
ち
ょ
っ

と
聞
い
て
み
た
い
、
い
ろ
ん

な
人
と
話
し
て
み
た
い
と

い
う
方
大
歓
迎
で
す
。
も

ち
ろ
ん
無
料
で
す
。
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

真
宗
人
物
伝
第
四
十
四
回

德
法
寺
　
杉
　
谷
　
　
　
淨
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仏
教
色
々

私
た
ち
の
宗
は
浄
土
真
宗
で
、

派
は
真
宗
大
谷
派
で
す
（
東
本

願
寺
は
通
称
で
す
）。日
本
に
は

こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
宗
派
が

あ
り
ま
す
。
明
治
二
十
六
年
に

宗
教
法
人
法
が
施
行
さ
れ
た
段

階
で
は
十
三
宗
で
し
た
。
華
厳

宗
、
法
相
宗
、
律
宗
、
真
言
宗
、

天
台
宗
、
日
蓮
宗
、
浄
土
宗
、

浄
土
真
宗
、融
通
念
仏
宗
、時
宗
、

曹
洞
宗
、臨
済
宗
、黄
檗
宗
で
す
。

戦
後
、
清
水
寺
や
法
隆
寺
、
浅

草
寺
、
四
天
王
寺
な
ど
の
有
名

寺
院
が
本
山
か
ら
独
立
し
新
し

い
宗
を
名
乗
り
ま
す
。
ま
た
、

明
治
政
府
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
、

普
化
宗
や
修
験
宗
な
ど
が
復
興

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
い
ず
れ

も
、
中
国
か
ら
伝
来
し
た
大
乗

仏
教
の
系
統
で
あ
る
と
言
え
ま

す
。世

界
に
は
大
き
く
分
け
て
三

つ
の
系
統
の
仏
教
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら

十
一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
ご
ろ

に
ミ
ャ
ン
マ
ー
や
タ
イ
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
に
伝
わ
っ
た
仏
教
で
、

上
座
仏
教
や
南
伝
仏
教
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
す
。
紀
元
前
三
世

紀
ご
ろ
に
イ
ン
ド
か
ら
ス
リ
ラ

ン
カ
に
仏
教
が
伝
わ
っ
た
と
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、
イ
ン
ド
初

期
仏
教
の
面
影
を
色
濃
く
残
し

て
い
ま
す
。
小
乗
仏
教
と
言
わ

れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ

の
呼
び
方
は
正
確
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
で
今
は
使
わ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
生
き
る
こ
と
は
す
べ

て
苦
で
あ
る
と
し
て
、
苦
行
に

よ
っ
て
こ
の
生
か
ら
の
解
脱
を

目
指
す
教
え
で
す
。
た
だ
、
伝

承
さ
れ
た
地
域
の
占
星
術
や
精

霊
信
仰
な
ど
と
一
体
化
し
、
そ

の
地
域
独
特
の
仏
教
と
な
っ
て

い
ま
す
。

も
う
一
つ
が
中
国
か
ら
朝
鮮

半
島
や
日
本
、
ベ
ト
ナ
ム
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
に
伝
わ
っ
た
、
大
乗

仏
教
と
呼
ば
れ
て
い
る
教
え
で

す
。
一
世
紀
ご
ろ
、
イ
ン
ド
で

龍
樹
を
代
表
と
す
る
僧
侶
た
ち

に
よ
る
大
乗
仏
教
運
動
が
お
こ

り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
お

釈
迦
様
以
外
の
多
く
の
如
来
や

菩
薩
が
登
場
す
る
経
典
が
作
ら

れ
ま
し
た
。「
空
」
や
「
唯
識
」

と
い
っ
た
新
し
い
教
え
も
こ
の

中
か
ら
生
ま
れ
ま
す
。
中
国
に

伝
わ
る
と
、
儒
教
や
道
教
の
影

響
を
受
け
て
、
中
国
独
自
の
仏

教
に
変
化
し
ま
す
。
お
盆
の
お

参
り
や
、
禅
や
念
仏
も
中
国
生

ま
れ
で
す
。
こ
れ
が
日
本
に
伝

わ
る
と
、
更
に
変
化
を
遂
げ
て
、

今
の
日
本
の
仏
教
に
な
り
ま
す
。

中
国
で
は
一
つ
に
な
っ
て
い
る

禅
宗
と
浄
土
教
が
分
化
し
た
り
、

三
途
の
川
の
お
話
が
生
ま
れ
た

り
し
ま
し
た
。

最
後
が
、
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
モ

ン
ゴ
ル
や
ブ
ー
タ
ン
、
ネ
パ
ー

ル
な
ど
に
伝
わ
っ
た
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
で
す
。
か
つ
て
は
ラ
マ
教

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ

れ
も
差
別
的
な
言
い
方
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
使
わ
れ
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
か
ら

仏
教
が
消
え
去
ろ
う
と
し
て
た

七
世
紀
ご
ろ
に
、
ヒ
ン
ズ
ー
教

の
呪
術
性
を
取
り
入
れ
た
密
教

と
呼
ば
れ
る
仏
教
が
イ
ン
ド
西

部
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
仏
教
に

は
な
か
っ
た
、
宇
宙
創
造
や
宇

宙
真
理
（
大
日
如
来
）
と
い
う

概
念
も
ヒ
ン
ズ
ー
教
か
ら
組
み

入
れ
ら
れ
ま
す
。
マ
ン
ダ
ラ
は

こ
の
概
念
を
表
し
た
も
の
で
す
。

日
本
で
は
、
こ
の
密
教
を
、
空

海
や
最
澄
が
大
乗
仏
教
の
一
部

と
し
て
取
り
入
れ
、
真
言
宗
や

天
台
密
教
と
し
て
今
に
伝
わ
っ

て
い
ま
す
。
八
世
紀
ご
ろ
、
密

教
が
チ
ベ
ッ
ト
に
伝
わ
る
と
、

チ
ベ
ッ
ト
古
来
の
宗
教
で
あ
る

ポ
ン
教
や
大
乗
仏
教
と
一
つ
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
が
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
で
す
。
十
三
世
紀
に
モ
ン

ゴ
ル
帝
国
の
支
配
下
に
置
か
れ

る
と
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
は
モ
ン

ゴ
ル
諸
部
族
に
広
く
浸
透
し
、

世
界
各
地
に
広
が
っ
て
い
き
ま

す
。
今
で
も
ロ
シ
ア
共
和
国
内

の
モ
ン
ゴ
ル
系
、
ト
ゥ
ル
ク
系

国
家
で
あ
る
カ
ル
ム
イ
ク
共
和

国
、ブ
リ
ヤ
ー
ト
共
和
国
、ト
ゥ

ヴ
ァ
共
和
国
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教

徒
が
多
く
住
ん
で
い
ま
す
。
特

に
カ
ル
ム
イ
ク
共
和
国
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
唯
一
の
仏
教
国
と
言
わ

れ
て
お
り
、
大
変
な
親
日
国
と

し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
有
名

な
ダ
ラ
イ
ラ
マ
は
こ
の
仏
教
の

最
高
指
導
者
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
用
い
て
い
る
経
典

が
違
う
た
め
、
同
じ
仏
教
と
は

い
う
も
の
の
、
か
な
り
の
差
異

も
あ
り
ま
す
が
、
近
年
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
、
そ
れ

ぞ
れ
が
浸
透
し
始
め
て
い
ま
す
。

お
互
い
に
理
解
し
合
う
こ
と
が
、

今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て

き
て
い
ま
す
。

 
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
淨
）

真
宗
豆
知
識

杉
谷
淨
の

　
　

ラ
ジ
オ
案
内 

　

四
月
三
日（
火
）

　

五
月
一
日（
火
）

　

六
月
五
日（
火
）

　

F
M-

N
1（
七
十
六
･

三
M
H ｚ
）で
午
後
一
時
半

か
ら
一
時
間
放
送
し
ま
す
。

番
組
名
は「
生
活
一
番
シ
ャ

ト
ル
便　

住
職
の
よ
も
や

ま
話
」
で
す
。再
放
送
は
放

送
日
の
午
後
十
一
時
と
土

曜
日
の
朝
七
時
か
ら
の
二

回
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
も
聞
け
ま
す
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
メ
メ
ン

ト
・
モ
リ
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

「
自
分
が
い
つ
か
必
ず
死
ぬ
こ
と

を
忘
れ
る
な
」と
い
う
意
味
の
ラ

テ
ン
語
の
警
句
で
あ
る
。真
宗
門

徒
で
あ
れ
ば
、
さ
し
ず
め
「
あ
し

た
に
は
紅
顔
あ
っ
て
夕
べ
に
は

白
骨
と
な
る
身
な
り
」と
い
う
耳

慣
れ
た
蓮
如
の
御
文
の
一
節
に

も
重
な
っ
て
く
る
。

死
は
い
つ
や
っ
て
く
る
か
わ

か
ら
な
い
。
だ
か
ら
常
に
死
を

忘
れ
る
な
と
は
、
洋
の
東
西
を

問
わ
ず
、
繰
り
返
さ
れ
て
き
た

警
告
で
あ
る
。

こ
こ
で
語
ら
れ
る
死
は
、
当

然
な
が
ら
、
自
分
の
死
の
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
他
人

の
死
で
あ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

映
画
『
永
い
言
い
訳
』
は
、
突

然
妻
に
先
立
た
れ
た
男
の
物
語

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
突
然

や
っ
て
き
た
。
し
か
も
最
悪
の

タ
イ
ミ
ン
グ
で
。

主
人
公
衣
笠
幸
夫
は
、有
名
な

野
球
選
手
の
名
前
を
ペ
ン
ネ
ー

ム
に
も
つ
売
れ
っ
子
小
説
家

だ
っ
た
。彼
が
妻
の
死
を
知
っ
た

の
は
、何
と
浮
気
相
手
と
の
情
事

の
さ
な
か
だ
っ
た
。妻
は
親
友
と

ス
キ
ー
旅
行
に
行
っ
た
先
で
、バ

ス
事
故
に
遭
っ
て
帰
ら
ぬ
人
と

な
っ
た
の
だ
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
身
内
の

突
然
の
死
は
悲
劇
で
あ
る
。
し

か
し
そ
の
人
に
対
し
て
何
ら
か

の
過
ち
を
犯
し
て
い
る
場
合
は
、

別
の
意
味
で
の
悲
劇
が
始
ま
る
。

死
ん
で
い
っ
た
者
に
対
し
て
は
、

一
言
の
言
い
訳
も
謝
罪
も
で
き

な
い
。
そ
し
て
罪
の
意
識
は
、

残
さ
れ
た
者
の
中
か
ら
永
遠
に

消
え
な
い
。

こ
ん
な
と
き
人
は
ど
う
な
る

の
だ
ろ
う
か
。こ
の
映
画
の
主
人

公
は
、背
負
い
き
れ
な
い
ほ
ど
の

罪
の
意
識
か
ら
、妻
の
死
を
素
直

に
悲
し
む
こ
と
す
ら
で
き
な
い

状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
ん
な
あ
る
日
、マ
ス
コ
ミ
は
、

幸
夫
を
題
材
に
し
た
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
番
組
を
企
画
す
る
。そ

こ
で
彼
は
、妻
に
先
立
た
れ
た
悲

劇
の
小
説
家
を
演
じ
る
は
ず

だ
っ
た
。
し
か
し
彼
は
、イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
の
中
で
思
わ
ず
本
音
を

叫
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
。「
貴
女

の
死
は
暴
力
だ
。」
と
。
こ
れ
は

彼
女
に
対
す
る
非
難
の
言
葉

だ
っ
た
。

一
方
も
う
一
人
幸
夫
と
同
じ

立
場
の
人
間
、
大
宮
陽
一
が
い

た
。
彼
は
妻
と
と
も
に
亡
く

な
っ
た
親
友
の
夫
だ
っ
た
。
彼

は
二
人
の
子
供
を
抱
え
途
方
に

暮
れ
て
い
た
。
し
か
し
幸
夫
と

違
い
、
妻
の
死
を
真
正
面
か
ら

と
ら
え
悲
し
む
こ
と
の
で
き
る

素
朴
な
男
だ
っ
た
。
自
暴
自
棄

に
な
っ
て
い
た
幸
夫
は
、
ま
る

で
救
い
を
求
め
る
か
の
よ
う
に

大
宮
に
近
づ
い
て
い
く
。

そ
こ
で
幸
夫
が
始
め
た
の
は
、

大
宮
の
二
人
の
子
供
た
ち
の
世

話
を
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ

は
妻
の
親
友
が
残
し
て
い
っ
た

子
供
た
ち
を
育
て
る
こ
と
で
も

あ
っ
た
。
彼
に
は
、
そ
の
こ
と

が
亡
き
妻
へ
の
せ
め
て
も
の
罪

滅
ぼ
し
の
よ
う
に
思
え
た
の
だ
。

し
か
し
…
。

私
た
ち
は
よ
く
、
亡
く
な
っ

た
人
は
、
あ
の
世
か
ら
残
さ
れ

た
者
を
見
守
っ
て
い
て
く
れ
て

い
る
と
言
う
。
し
か
し
先
に

逝
っ
て
し
ま
っ
た
人
へ
の
思
い

は
、
そ
ん
な
単
純
な
も
の
と
は

限
ら
な
い
。
死
ん
で
し
ま
っ
て

も
な
お
、
い
や
死
ん
で
し
ま
っ

た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
人
と
永
遠

に
和
解
で
き
な
い
こ
と
だ
っ
て

あ
る
の
だ
。
そ
う
い
う
逝
く
者

と
逝
か
れ
る
者
と
の
複
雑
な
心

の
や
り
取
り
を
描
い
た
興
味
深

い
作
品
だ
っ
た
。

衣
笠
幸
夫
を
本
木
雅
弘
、
妻
の

夏
子
を
深
津
絵
里
、
大
宮
陽
一
を

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
竹
原
ピ
ス

ト
ル
が
演
じ
て
い
る
。
原
作
・
脚

本
・
監
督
す
べ
て
を
西
川
美
和
が

手
掛
け
た
。
二
〇
一
六
年
公
開
作

品
。
 
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
彰
）

『
永
い
言
い
訳
』

 

― 
逝
く
者
と

　
　
逝
か
れ
る
者 

―

映
画
の
紹
介

『
心
の
相
談
室
』

　

毎
月
第
四
土
曜
日

　

午
後
三
時
～
五
時

　

東
別
院
横

　
　
「
い
ち
ょ
う
館
」二
階

　

相
談
無
料

　

日
常
生
活
で
の
い
ろ
い

ろ
な
悩
み
、
家
族
の
こ
と
、

友
達
の
こ
と
、
学
校
の
こ

と
、
仏
事
の
疑
問
等
を
、

僧
侶
が
お
聞
き
し
ま
す
。
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先
日
金
沢
の
教
務
所
に
立
ち

寄
っ
た
際
、
た
ま
た
ま
こ
の
本
を

見
つ
け
た
。私
の
真
宗
理
解
は
基

本
的
に
寺
川
俊
昭
氏
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。寺
川
氏
の
著
作
を
精

読
し
て
い
た
三
十
代
の
こ
ろ
を

懐
か
し
く
思
い
、手
に
取
っ
た
。

講
演
を
文
章
に
し
た
も
の
だ

が
、
全
体
と
し
て
寺
川
教
学
の

要
点
を
手
短
に
ま
と
め
た
仕
上

が
り
に
な
っ
て
い
る
。
主
な
真
宗

の
ト
ピ
ッ
ク
ス
に
は
一
通
り
触

れ
て
あ
り
、
し
か
も
言
葉
が
平

易
で
分
か
り
や
す
い
。
親
鸞
思

想
の
大
き
な
流
れ
を
つ
か
む
に

は
最
適
な
本
で
あ
る
と
言
え
る
。

文
庫
で
あ
る
こ
と
も
う
れ
し
い
。

こ
の
本
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、

冒
頭
で
法
難
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。こ
の
点
に
つ

い
て
、
少
し
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
。

『
教
行
信
証
』
が
著
さ
れ
た
背

景
に
は
、承
元
の
法
難
に
代
表
さ

れ
る
、
法
然
の
念
仏
教
団
に
対

す
る
数
々
の
弾
圧
が
あ
っ
た
。
こ

の
こ
と
が
こ
の
親
鸞
の
代
表
的

著
作
の
性
格
を
決
定
づ
け
て
い

る
と
氏
は
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

弾
圧
は
、
国
家
権
力
に
す
り

寄
る
旧
仏
教
側
の
人
間
の
、
異

常
な
ほ
ど
の
危
機
意
識
の
表
れ

だ
っ
た
。
法
然
門
下
の
念
仏
教
団

は
、
比
叡
山
や
興
福
寺
の
僧
侶

に
と
っ
て
、
自
分
た
ち
の
立
場
を

危
う
く
す
る
危
険
な
存
在
で
し

か
な
か
っ
た
の
だ
。

親
鸞
は
そ
の
状
況
を
末
法
の

世
と
と
ら
え
た
。つ
ま
り
、
僧
侶

が
本
分
を
忘
れ
て
、
相
争
う
時

代
で
あ
る
。
親
鸞
の
生
き
た
時

代
は
、「
教
」だ
け
あ
っ
て
行
を
す

る
人
も
証
（
さ
と
る
）
る
人
も
い

な
い
、
ま
さ
に
末
法
の
世
そ
の
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。（
末
法
に
つ

い
て
は
、
前
号
の
第
一
〇
〇
号
で

詳
し
く
特
集
し
て
い
る
の
で
、
参

照
さ
れ
た
い
。）

社
会
的
に
は
、『
教
行
信
証
』

は
、そ
の
よ
う
な
守
旧
派
の
人
々

に
向
け
た
堂
々
と
し
た
開
宗
宣

言
だ
っ
た
。そ
し
て
そ
れ
以
上
に
、

末
法
の
世
で
あ
る
こ
と
が
、
思
想

的
に
親
鸞
に
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
る
。
念
仏
の
教
え
と
は
、

末
法
の
世
だ
か
ら
こ
そ
開
か
れ

た
仏
教
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
寺
川
氏
は
「
末

法
濁
世
の
凡
夫
に
救
い
の
道
を

告
げ
知
ら
せ
る
、
法
然
の
大
悲

を
行
証
す
る
仏
教
運
動
」で
あ
っ

た
と
言
い
表
し
て
お
ら
れ
る
。言

葉
の
力
を
実
感
さ
せ
る
、ま
さ
に

見
事
な
表
現
と
し
か
言
い
よ
う

が
な
い
。

ち
な
み
に
こ
の
本
の
も
う
一

つ
の
特
徴
は
、広
島
出
身
の
氏
が
、

ご
自
身
の
原
爆
投
下
時
の
体
験

を
語
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

氏
の
求
道
の
原
点
を
見
る
気
が

し
た
。

 
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
彰
）

 

　◆
常
徳
寺

金
沢
市
寺
町

　

五
丁
目
一
番
二
九
号

　

℡
二
四
一
︱
二
六
四
九

　◆
德
法
寺

金
沢
市
野
町

　

二
丁
目
三
二
︱
四

　

℡
二
四
一
︱
五
二
一
九

◎
徳
法
寺
仏
教
入
門
講
座
一

　

イ
ン
ド
仏
教
史

毎
月
二
十
一
日

　
　

午
後
七
時
半
よ
り

　

講
師　

杉
谷　

淨

四
月　

仏
教
以
前
一

　
　
　
　

バ
ラ
モ
ン
教

五
月　

仏
教
以
前
二

　
　
　
　

六
師
外
道
一

六
月　

仏
教
以
前
三

　
　
　
　

六
師
外
道
二

七
月　

釈
迦
伝
説
の
変
遷

 

◎
報
恩
講

　

五
月
二
十
日
（
日
）

　

午
前
九
時
半
よ
り

　
　

正
信
偈
の
お
勤
め

　

午
前
十
時
半

　
　

法
話

　

大
谷
専
修
学
院
院
長

 
榎
榎
榎
榎 

狐
野　

秀
存
師

　

正
午

　

御
斎　

手
打
ち
そ
ば

 
榎
榎
榎
榎
榎 

更
科　

藤
井

　

午
後
一
時

　

コ
ン
サ
ー
ト

　
　

ス
ン
ダ
リ
・
ミ
カ

　

午
後
二
時
半

　

ネ
パ
ー
ル
報
告

　
　

ス
ン
ダ
リ
・
ミ
カ

  
編
集
委
員

　

西
山　
　

彰
（
常
徳
寺
）

　

杉
谷　
　

淨
（
徳
法
寺
）

本
の

紹
介

親
鸞
の
仏
道

『
教
行
信
証
』の
世
界

寺
川
俊
昭

真
宗
文
庫

東
本
願
寺
出
版

各
寺
の
ご
案
内

徳
法
寺
の

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

　
　

ご
案
内

　
「
僧
伽
」の
バ
ッ
ク
ナ
ン

バ
ー
や
報
恩
講
、春
秋
彼
岸

の
案
内
、
お
講
の
案
内
、
学

習
会
の
レ
ジ
ュ
メ
、
交
流
広

場
な
ど
を
載
せ
て
い
ま
す
。

ア
ド
レ
ス
は

http://tokuhou-ji.com
/

で
す
。
是
非
覗
い
て
み
て

く
だ
さ
い
。


