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巻
頭
言

　

令
和
２
年
度
の
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
は
、
9
月
10
・
11
日
の
両
日
、

佛
教
大
学
を
会
場
に
開
催
予
定
で
あ
り
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り
、
中
止
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

浄
土
宗
の
他
の
多
く
の
行
事
を
断
念
す
る
中
、
不
要
不
急
に
あ
た
る

の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
も
い
た
だ
き
な
が
ら
、
私
ど
も
は
教
化
を
止

め
て
は
な
ら
な
い
、
宗
内
教
師
一
年
間
の
学
術
研
鑽
の
成
果
を
分
か
ち

合
う
、
そ
の
機
会
を
、
可
能
な
限
り
守
り
た
い
と
、
会
場
変
更
を
は
じ

め
開
催
の
方
策
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
模
索
し
て
お
り
ま
し
た
。
さ
り
な
が

ら
、
感
染
状
況
は
悪
化
の
一
途
で
、
社
会
の
一
員
と
し
て
参
集
を
促
す

こ
と
は
控
え
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、
や
む
な
く
の
中
止
を
決
し
た
次

第
で
あ
り
ま
す
。

　

但
し
、
研
究
者
の
実
績
を
積
む
機
会
を
確
保
す
べ
く
、
大
会
で
の
研

究
発
表
に
申
し
込
ま
れ
た
方
の
寄
稿
を
募
り
、『
佛
教
論
叢
』
第
65
号

は
発
刊
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
新
し
い
講
習
の
嚆
矢
と
し
て
、
時
宜
を
得
た

テ
ー
マ
「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
に
寺
院
は
ど
う
向
き
合
う
の
か
」
を
掲

げ
る
パ
ネ
ル
発
表
を
、
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
・
録
画
し
、
関
係
者
限
定
ウ

ェ
ブ
に
公
開
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
例
年
で
あ
れ
ば
概
要
・
抄

録
の
み
の
掲
載
で
す
が
、
今
号
で
は
特
別
版
と
し
て
こ
の
発
表
の
全
容

を
お
読
み
い
た
だ
け
ま
す
。

　

こ
の
た
び
の
感
染
症
に
よ
り
、
世
界
中
が
か
つ
て
な
い
行
動
制
限
を

強
い
ら
れ
、
身
近
な
人
と
の
接
触
さ
え
も
控
え
る
の
が
「
新
し
い
生
活

様
式
」
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
オ
ン
ラ
イ
ン
の
普
及
に
よ
り
、

映
像
と
対
話
を
共
有
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
従

来
私
ど
も
の
研
修
・
研
鑽
制
度
シ
ス
テ
ム
は
実
体
験
を
重
視
す
る
も
の

で
あ
り
ま
し
た
が
、
今
般
の
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
は
、
こ
れ
ま
で
距
離
や

そ
の
他
の
難
に
よ
り
受
講
で
き
な
か
っ
た
方
々
に
ご
参
加
い
た
だ
け
る

シ
ス
テ
ム
構
築
へ
の
試
金
石
と
な
り
ま
し
た
。
一
般
論
文
で
も
、
研
究

方
法
や
、
ま
た
思
索
の
あ
り
よ
う
に
、
社
会
情
勢
の
影
響
は
い
く
ば
く

か
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

後
か
ら
振
り
返
れ
ば
、
こ
の
年
は
特
別
で
、
よ
り
良
い
制
度
へ
の
転

換
期
で
あ
っ
た
、
と
な
り
ま
す
よ
う
、
私
ど
も
も
邁
進
し
て
ま
い
り
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
各
研
究
の
裏
に
あ
る
苦
心
の
痕
跡
も
併
せ
て

一
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

浄
土
宗
宗
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総
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開
催
日
時　

令
和
二
年
九
月
一
一
日
（
金
）
午
後
一
時
～
三
時

実
施
方
法　

オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
シ
ス
テ
ム zoom

【
概
要
】

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界
的
な
大
流
行
は
、
世
界
中
の
人
々

の
健
康
と
諸
活
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。
国
内
外
の

宗
教
団
体
で
は
、
葬
儀
、
施
設
閉
鎖
、
諸
行
事
の
中
止
と
共
に
、
オ

ン
ラ
イ
ン
法
要
や
実
践
指
導
が
行
わ
れ
た
。
現
在
は
新
し
い
生
活
様

式
の
中
で
各
人
が
注
意
深
く
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
浄

土
宗
の
み
な
ら
ず
宗
教
界
全
体
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
ウ
ィ
ズ
コ

ロ
ナ
時
代
に
仏
教
寺
院
が
ど
う
向
き
合
う
か
を
議
論
す
る
こ
と
に
よ

り
、
こ
れ
か
ら
の
展
望
を
見
出
し
て
い
き
た
い
。

【
代
表
者
・
司
会
】

 

浄
土
宗
総
合
研
究
所
研
究
員　

東
海
林　

良
昌

【
タ
イ
ト
ル
・
報
告
者
】

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
も
た
ら
し
た
影
響

―
寺
院
向
けW

eb

調
査
よ
り
―
」

 

大
正
大
学
専
任
講
師　

髙
瀨 

顕
功

「
持
続
可
能
な
法
務
の
提
案

―
月
参
り
・
法
事
・
葬
儀
の
本
質
と
変
質
―
」

 

佛
教
大
学
非
常
勤
講
師　

大
河
内　

大
博

「
公
衆
衛
生
を
踏
ま
え
た
儀
式
執
行
の
あ
り
方
を
考
え
る
」

 

佛
教
大
学
非
常
勤
講
師　

森
田　

康
友

「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る

全
日
本
仏
教
会
・
日
本
宗
教
連
盟
の
取
り
組
み
と
課
題
」

 

浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員　

戸
松
義
晴

【
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
】

 

佛
教
大
学
教
授　

大
谷
栄
一

【
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
】

 

浄
土
宗
総
合
研
究
所
副
所
長　

今
岡　

達
雄

ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
に
寺
院
は
ど
う
向
き
合
う
の
か
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【
東
海
林
】　　

今
年
度
は
、
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
が
中
止
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
で
き
る
限
り
の
研
鑽
の
機
会
を
浄

土
宗
で
提
供
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
申
し
込
み
を
し
て
お
り
ま
し

た
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
採
用
し
て
い
た
だ
き
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ

で
の
開
催
に
な
り
ま
し
た
。
本
日
は
、「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
に
寺

院
は
ど
う
向
き
合
う
の
か
」
と
題
し
て
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

を
行
い
ま
す
。

　

は
じ
め
に
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
拡
大
し
て
以
降
の

経
緯
に
つ
い
て
、
御
報
告
、
説
明
し
、
今
回
の
議
論
の
端
緒
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
「
グ
ー
グ
ル
ト
レ
ン
ド
」
と
い
う
、
特
定
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の

検
索
頻
度
が
分
析
さ
れ
る
機
能
を
利
用
し
ま
し
て
、「
冥
福
」
と
い

う
言
葉
を
検
索
し
て
み
ま
す
と
、
三
月
二
九
日
か
ら
四
月
四
日
ま
で

突
出
し
て
検
索
数
が
伸
び
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
タ
レ
ン
ト
の
志
村

け
ん
さ
ん
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
亡
く
な
ら
れ
た
時
期

に
当
た
り
ま
す
。
私
た
ち
の
緊
張
感
が
最
も
高
ま
っ
た
時
期
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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ま
た
「
緊
急
事
態
宣
言
」
と
い
う
言
葉
も
、
四
月
七
日
に
宣
言
が

発
出
さ
れ
る
前
後
、
四
月
五
日
か
ら
一
一
日
ま
で
非
常
に
検
索
数
が

多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
疫
病
の
と
き
に
現
れ
る
妖
怪

「
ア
マ
ビ
エ
」
と
４
月
の
上
旬
か
ら
検
索
数
が
伸
び
て
お
り
、
社
会

不
安
や
緊
張
感
が
非
常
に
高
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
宗
教
界
に
対
す
る
主
要
な
見
解
を
業
界
誌
の

記
事
か
ら
見
て
み
ま
す
と
、
祈
り
の
必
要
性
、
科
学
と
の
共
存
、
オ

ン
ラ
イ
ン
の
可
能
性
と
限
界
、
弱
者
へ
の
視
点
、
宗
教
法
人
へ
の
持

続
化
給
付
金
見
送
り
、
仏
教
の
持
つ
考
え
方
の
可
能
性
と
い
っ
た
よ

う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
ま
だ
途
中
経
過
で
あ
り

ま
す
が
、
今
後
ま
だ
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
が
現
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

本
パ
ネ
ル
で
は
浄
土
宗
内
有
識
者
を
パ
ネ
リ
ス
ト
に
迎
え
て
、

「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
に
仏
教
寺
院
が
ど
う
向
き
合
う
か
」
を
の
み

な
ら
ず
宗
教
界
全
体
の
問
題
と
し
て
捉
え
、
議
論
す
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
か
ら
の
展
望
を
見
い
だ
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
大
正
大
学
専
任
講
師
の
髙
瀨
顕
功
先
生
に
「
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
が
も
た
ら
し
た
影
響

－

寺
院
向
け
Ｗ
ｅ
ｂ
調
査
よ
り

－

」

と
題
し
て
の
発
表
い
た
だ
き
ま
す
。

　

先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
髙
瀨
】　　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
大
正
大
学
の
髙
瀨
顕
功
と
申

し
ま
す
。

　

私
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
も
た
ら
し
た
影
響
―
寺
院
向

け
Ｗ
ｅ
ｂ
調
査
よ
り
―
」
と
題
し
ま
し
て
、
大
正
大
学
地
域
構
想
研

究
所
Ｂ
Ｓ
Ｒ
推
進
セ
ン
タ
ー
よ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ
て
寺
院

関
係
者
の
方
に
送
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
調
査
結
果
を
基
に
、
実
際
に

ど
の
よ
う
な
影
響
が
生
じ
て
い
る
の
か
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

私
が
今
、
籍
を
置
い
て
い
る
大
正
大
学
地
域
構
想
研
究
所
Ｂ
Ｓ
Ｒ

推
進
セ
ン
タ
ー
で
は
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
者
の
社
会
的
責
任
を
テ
ー
マ

に
掲
げ
、
従
来
は
社
会
貢
献
活
動
と
み
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
法
務

を
日
常
の
活
動
や
教
化
に
ま
で
推
し
広
げ
て
考
え
、
寺
院
の
社
会
的

役
割
を
足
元
か
ら
見
つ
め
直
す
と
い
う
研
究
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
、
昨
今
、
葬
送
儀
礼
の
簡
略
化
、
多
様
化
が
全
国
各
地

で
見
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
が
、
葬
送
儀
礼
の
さ
ら

な
る
変
化
、
転
換
点
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
仮
説
に
基
づ
き
、

同
研
究
所
の
小
川
有
閑
先
生
と
と
も
に
調
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
調

査
の
目
的
は
大
き
く
四
つ
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
パ
ネ
ル
発
表
で

は
、
特
に
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
法
務
へ
の
影
響
に
焦
点
を
当
て
て
お
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話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

質
問
項
目
は
大
き
く
一
三
に
分
か
れ
、
後
半
は
自
由
記
述
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
今
回
は
前
半
の
設
問
一
か
ら
四
の
部
分
を
扱
い
ま
す
。

単
純
集
計
と
地
域
別
比
較
を
出
し
ま
し
て
、
単
に
全
国
的
な
状
況
だ

け
で
は
な
く
、
地
域
ご
と
の
違
い
に
つ
い
て
も
注
目
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
地
域
別
比
較
で
は
特
定
警
戒
都
道
府
県
と
非
特
定
警
戒
県
に

分
け
、
さ
ら
に
特
定
警
戒
都
道
府
県
を
、
首
都
圏
（
一
都
三
県
）
と

関
西
二
府
一
県
に
分
け
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
っ
た
か
見
て
い
き

ま
す
。

　

回
答
は
岡
山
、
徳
島
、
沖
縄
を
除
く
全
国
各
地
か
ら
、
ま
た
浄
土

宗
に
限
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
か
ら
い
た
だ
き
ま
し
た
。
当
然
、

ウ
ェ
ブ
調
査
な
の
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
に
な
い
方
は
答
え
ら

れ
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
た

う
え
で
は
あ
り
ま
す
が
、
五
一
七
件
の
回
答
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に

改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

は
じ
め
に
、「
葬
儀
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
り
ま
す
か

（
複
数
回
答
可
）」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、「
会
葬
者
の
人
数
が

減
っ
た
」
と
い
う
回
答
に
、
88
・
６
％
、
約
九
割
の
方
が
お
答
え
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
「
一
日
葬
な
ど
葬
儀
の
簡
素
化
」
が
見
ら
れ

た
と
い
う
回
答
に
も
41
％
、
約
４
割
の
方
が
お
答
え
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

続
い
て
「
法
事
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
り
ま
す
か
（
複

数
回
答
可
）」
と
い
う
設
問
に
対
し
て
は
、「
法
事
自
体
の
中
止
や
延

期
」
に
87
・
８
％
、「
参
列
者
の
人
数
が
減
っ
た
」
に
86
・
７
％
、

「
法
事
後
の
会
食
の
減
少
」
に
も
67
・
９
％
、
７
割
弱
の
方
の
回
答

が
あ
り
ま
し
た
。
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ま
た
「
葬
儀
や
法
事
の
際
に
特
別
に
取
っ
て
い
る
対
応
は
あ
り
ま

す
か
（
複
数
回
答
可
）」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
小
ま
め
に
換

気
」、「
間
隔
を
空
け
て
席
を
配
置
す
る
」、
あ
る
い
は
「
玄
関
や
本

堂
に
消
毒
液
を
設
置
す
る
」
に
７
割
以
上
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

「
法
要
後
の
会
食
を
控
え
る
」、「
参
加
者
に
マ
ス
ク
の
持
参
・
着
用

を
勧
め
る
」
に
つ
い
て
は
６
割
以
上
の
実
施
、
そ
し
て
「
法
話
の
際

に
距
離
を
取
る
」、「
マ
ス
ク
を
着
用
し
て
の
お
勤
め
」
は
半
数
近
く

の
方
が
実
践
な
さ
っ
て
い
る
と
い
う
回
答
で
し
た
。
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も
う
一
つ
、「
檀
務
・
法
務
・
定
例
行
事
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て

い
る
か
」
と
い
う
質
問
項
目
を
設
け
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
月

参
り
は
、
お
勤
め
を
し
て
い
る
二
一
六
件
中
、「
影
響
が
あ
る
」
と

答
え
た
の
は
一
〇
六
件
、
約
四
割
で
し
た
。
こ
れ
は
比
較
的
少
な
い

数
字
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
定
例
行
事
や
イ
ベ
ン
ト
は
非
常
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て

い
ま
す
。
写
経
会
、
法
話
会
な
ど
の
定
例
行
事
は
実
施
し
て
い
る
四

三
三
件
中
、
四
一
五
件
（
95
・
８
％
）、
落
語
会
、
コ
ン
サ
ー
ト
な

ど
の
イ
ベ
ン
ト
は
実
施
し
て
い
る
二
八
三
件
中
、
二
七
九
件
（
98
・

６
％
）
が
影
響
を
受
け
て
い
る
と
答
え
て
い
ま
す
。
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以
上
は
調
査
結
果
全
体
の
数
値
で
す
が
、
こ
れ
を
地
域
別
に
見
る

と
、
実
は
大
き
な
違
い
が
現
れ
ま
す
。

　

ま
ず
は
大
き
く
特
定
警
戒
都
道
府
県
と
非
特
定
警
戒
県
に
分
け
ま

し
た
。
そ
の
後
、
特
定
警
戒
都
道
府
県
の
中
で
も
、
首
都
圏
の
一
都

三
県
（
東
京
、
埼
玉
、
千
葉
、
神
奈
川
）
と
関
西
の
二
府
一
県
（
京

都
、
大
阪
、
兵
庫
）
に
分
け
て
、
こ
れ
を
比
較
し
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
葬
儀
に
関
し
ま
し
て
、「
会
葬
者
の
人
数
が
減
っ
た
」

の
回
答
に
つ
い
て
、
特
定
警
戒
地
域
、
非
特
定
警
戒
地
域
の
比
較
を

し
ま
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
88
・
５
％
、
88
・
６
％
で
ほ
ぼ
差
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、「
葬
儀
の
簡
素
化
が
見
ら
れ
た
」
と
い
う
回
答
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
49
％
と
31
％
で
、
18
ポ
イ
ン
ト
ほ
ど
差
が
つ
き
ま
し

た
。
や
は
り
特
定
警
戒
地
域
の
ほ
う
が
簡
素
化
が
進
ん
だ
と
思
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
地
域
を
さ
ら
に
狭
め
て
み
ま
す
と
、
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
首
都
圏
と
関
西
の
特

定
警
戒
地
域
で
は
、「
一
日
葬
な
ど
葬
儀
の
簡
素
化
」
に
関
し
て
、

首
都
圏
73
・
４
％
、
関
西
23
・
３
％
と
い
う
よ
う
に
約
50
ポ
イ
ン
ト

の
差
が
あ
り
、
首
都
圏
で
は
葬
儀
の
簡
素
化
が
顕
著
に
見
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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続
い
て
、
法
事
に
関
し
て
で
す
が
、
特
定
、
非
特
定
と
も
に
各
回

答
項
目
に
大
き
な
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
少
「
法
事
の
中
止
や
延

期
」
が
特
定
警
戒
地
域
の
ほ
う
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

い
ず
れ
も
10
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
差
は
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
も
同
じ
よ
う
に
首
都
圏
と
関
西
で
比
較
し
て
み
ま
す
と
、「
参

列
者
の
人
数
が
減
っ
た
」
は
首
都
圏
が
88
・
３
％
に
対
し
て
、
関
西

が
75
・
３
％
で
、
約
13
ポ
イ
ン
ト
の
差
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
「
法
事

後
の
会
食
の
減
少
」
で
は
、
首
都
圏
が
71
・
１
％
、
関
西
は
38
・

４
％
で
あ
り
、
参
列
者
数
は
首
都
圏
の
ほ
う
が
減
少
傾
向
、
会
食
に

つ
い
て
は
東
西
の
差
が
著
し
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
ま
す
。
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「
葬
儀
や
法
事
の
際
に
特
別
に
取
っ
て
い
る
対
応
」
に
つ
い
て
も

特
定
警
戒
地
域
、
非
特
定
警
戒
地
域
で
は
大
き
な
差
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
強
い
て
言
う
な
ら
、「
こ
ま
め
に
換
気
」、「
間
隔
を
あ
け

て
席
を
配
置
」
な
ど
の
上
位
の
項
目
に
つ
い
て
、
特
定
警
戒
地
域
の

ほ
う
が
や
や
高
い
実
施
率
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
同
じ
よ
う
に

首
都
圏
と
関
西
で
比
較
し
ま
す
と
、「
こ
ま
め
に
換
気
」、「
間
隔
を

あ
け
て
席
を
配
置
」、「
消
毒
液
の
設
置
」、「
参
加
者
に
マ
ス
ク
を
勧

め
る
」、「
法
話
の
際
に
距
離
を
と
る
」
な
ど
の
対
応
は
首
都
圏
で
非

常
に
多
く
回
答
が
あ
る
一
方
で
、
関
西
で
は
「
僧
侶
の
マ
ス
ク
着

用
」、
法
話
を
な
く
す
な
ど
し
て
「
時
間
を
短
縮
」
し
て
い
る
と

い
っ
た
回
答
が
多
く
、
首
都
圏
と
関
西
で
は
力
を
入
れ
て
い
る
対
応

に
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
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次
に
、「
檀
務
・
法
務
・
定
例
行
事
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る

か
」
と
い
う
設
問
に
つ
い
て
見
て
み
ま
す
と
、
特
定
警
戒
地
域
と
非

特
定
警
戒
地
域
で
差
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い

る
と
言
え
ま
す
。
特
に
月
参
り
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
東
西
の
実

施
率
に
差
が
あ
る
の
で
数
値
の
み
で
測
れ
ま
せ
ん
が
、
関
西
で
は
実

施
し
て
い
る
六
七
件
中
、
三
〇
件
（
44
・
８
％
）、
首
都
圏
で
は
実

施
し
て
い
る
二
二
件
中
、
一
六
件
（
72
・
７
％
）
が
影
響
し
て
い
る

と
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。
一
方
で
定
例
行
事
、
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て

は
東
西
と
も
に
大
き
な
差
は
な
く
、
い
ず
れ
も
多
大
な
影
響
を
受
け

て
い
る
と
言
え
ま
す
。
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以
上
、
調
査
結
果
を
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
を

雑
駁
で
は
あ
り
ま
す
が
、
考
察
し
て
私
の
発
表
の
ま
と
め
と
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
全
国
的
に
葬
儀
、
法
事
の
規
模
縮
小
、
特
に
参
加
者
の
減

少
が
起
き
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、「
集
ま
る
」、
さ
ら
に
は
「
移
動

す
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
リ
ス
ク
を
感
じ
て
い
る
影
響
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
都
市
部
に
お
け
る
移
動
は
公
共
交
通
機
関

を
使
う
機
会
が
多
く
、
そ
こ
で
密
集
・
密
閉
の
リ
ス
ク
を
考
え
る
人

が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
方
、
地
方
で
は
、
感
染

リ
ス
ク
が
高
い
都
市
部
に
住
ん
で
い
る
子
や
孫
が
法
要
の
た
め
に

帰
っ
て
く
る
と
感
染
拡
大
に
つ
な
が
る
と
い
う
点
に
忌
避
感
が
抱
か

れ
て
い
る
た
め
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

　

次
い
で
、
全
国
的
に
寺
院
の
月
例
行
事
、
年
中
行
事
が
影
響
を
受

け
る
一
方
、
月
参
り
の
影
響
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
と
い
う
点
が
注

目
さ
れ
ま
す
。
寺
院
集
合
型
の
行
事
は
密
が
避
け
づ
ら
く
、
感
染
リ

ス
ク
が
高
く
な
り
ま
す
が
、
月
参
り
の
よ
う
な
自
宅
訪
問
型
で
す
と
、

僧
侶
が
感
染
対
策
を
行
っ
て
い
れ
ば
、
感
染
リ
ス
ク
が
低
い
と
捉
え

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
首
都
圏
に
お
い
て
「
葬
儀
の
簡
素
化
」
が
非
常
に
顕
著
に

見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
コ
ロ
ナ
禍
以
前
よ
り
一
日
葬
が
一
般
的
な

選
択
肢
と
し
て
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
非
常
に

興
味
深
い
点
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
特
定
警
戒
地
域
と
非
特
定
警
戒
地
域
と
の
比
較
よ
り
も
、

首
都
圏
と
関
西
と
い
う
比
較
の
ほ
う
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
設
問
、
回
答

に
お
い
て
顕
著
な
差
が
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
東
西

の
文
化
の
違
い
が
あ
る
と
思
い
ま
す
し
、
今
後
も
地
域
ご
と
に
見
て

い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
報
告
し
た
Ｗ
ｅ
ｂ
調
査
に
は
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
の
課
題
も
あ

り
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
っ
て
全
国
的
に
寺
院
の
行

事
は
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。
首
都
圏
と
関
西
で
影
響
や
対
応
に
差
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ

れ
を
地
域
ご
と
に
見
て
い
く
と
、
さ
ら
に
そ
の
特
徴
が
出
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
葬
儀
や
法
事
の
参
列
者
の
減
少
、
そ
し

て
行
事
へ
の
影
響
は
、
単
に
行
事
あ
る
い
は
法
務
の
執
行
と
い
う
観

点
だ
け
で
は
な
く
、
寺
院
が
檀
信
徒
と
接
す
る
場
の
減
少
に
も
な
り

ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、
布
教
伝
道
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教

文
化
の
継
承
と
い
う
観
点
か
ら
も
懸
念
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
影
響
が

ど
の
ぐ
ら
い
続
く
の
か
、
現
在
、
開
催
を
見
合
わ
せ
て
い
る
も
の
が

そ
の
ま
ま
途
絶
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
形
を
変
え
て
行
わ
れ
て
い
く

の
か
と
い
う
こ
と
は
経
年
調
査
が
必
要
に
な
り
ま
す
の
で
、
今
後
も
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可
能
な
限
り
の
追
跡
調
査
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
報
告
は
、
大
正
大
学
地
域
構
想
研
究
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
単
純
集
計
の
み
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
地
域
ご
と
の
分

析
は
同
研
究
所
が
発
行
し
て
い
る
『
地
域
人
』
と
い
う
雑
誌
に
掲
載

し
て
い
ま
す
。
興
味
が
あ
る
方
は
そ
ち
ら
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
ご
清

聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
東
海
林
】　　

髙
瀨
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

続
き
ま
し
て
、
佛
教
大
学
非
常
勤
講
師
、
大
河
内
大
博
先
生
よ
り
、

「
持
続
可
能
な
法
務
の
提
案
―
月
参
り
・
法
事
・
葬
儀
の
本
質
と
変

質
―
」
と
題
し
て
発
表
い
た
だ
き
ま
す
。
先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

【
大
河
内
】　　

私
か
ら
は
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
に
お
い
て
、「
持

続
可
能
性
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
諸
寺
の
取
り
組
み

な
ど
に
つ
い
て
御
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

私
の
自
坊
は
大
阪
に
あ
り
、
比
較
的
感
染
が
拡
大
し
た
地
域
で
す
。

ま
た
、
檀
信
徒
と
の
関
係
で
申
し
ま
す
と
、
月
参
り
が
あ
る
一
方
で
、

中
陰
参
り
な
ど
も
比
較
的
ま
だ
残
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
も
あ
り
ま

す
。
そ
も
そ
も
葬
儀
、
法
事
等
の
規
模
縮
小
、
簡
略
化
は
コ
ロ
ナ
以

前
か
ら
あ
り
、
こ
の
点
は
皆
様
と
も
共
有
し
て
い
る
危
機
感
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
髙
瀨
先
生
の
お
話
に
も
あ
っ
た
と
お
り
、
こ
れ

ら
が
今
後
一
層
進
む
の
か
、
そ
れ
と
も
戻
る
か
ど
う
か
の
懸
念
が
示

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

た
ま
た
ま
拝
見
し
た
『
南
日
本
新
聞
』（
二
〇
二
〇
、
八
、
九
）

に
は
「
南
日
本
新
聞
の
ご
不
幸
広
告
に
は
《
葬
儀
告
別
式
は
昨
今
の

状
況
に
鑑
み
て
家
族
の
み
で
相
済
ま
せ
ま
し
た
》
と
い
う
案
内
が
増

え
た
」
と
あ
り
ま
し
て
、
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
全
国
各
地
で
起
こ
っ

て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
あ
と
の
先
生
か
ら

具
体
的
な
説
明
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、『
浄
土
宗
宗
報
』
令

和
二
年
九
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
浄
土
宗
内
の
調
査
か
ら
葬
儀
を
一
つ

例
に
挙
げ
ま
す
と
「
参
列
者
が
減
っ
た
」「
簡
略
化
が
進
ん
だ
」
な

ど
、
先
ほ
ど
の
髙
瀨
先
生
の
調
査
同
様
の
結
果
が
出
て
お
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
、
葬
儀
の
本
質
と
し
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
浄
土
宗
の

教
義
か
ら
は
亡
き
方
を
没
後
作
法
の
中
で
し
っ
か
り
と
お
送
り
す
る

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
人
類
学
者
の
レ
イ
モ
ン
ド
・
フ
ァ
ー

ス
は
、
葬
儀
と
い
う
儀
礼
の
本
質
に
は
遺
族
が
大
切
な
人
の
死
を
受

け
入
れ
る
た
め
、
現
実
を
直
面
化
す
る
た
め
に
重
要
な
機
能
が
あ
る

と
指
し
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
指
摘
に
基
づ
い
て
、
こ
こ
で
は
遺
族

の
た
め
の
重
要
な
機
能
と
い
う
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
考
え
て
い
き
た



─ 14 ─

い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
遺
族
の
た
め
の
葬
儀
の
機
能
の
第
一
と
し
て
、
よ
り
近
い
者

だ
け
で
は
な
か
な
か
受
け
入
れ
難
い
大
切
な
人
の
死
を
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
あ
る
い
は
も
う
少
し
広
い
社
会
の
中
で
受
け
入
れ
て
い
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
実
に
対
し
て
直
面
化
し
、
受
け
入
れ
る
第
一

歩
と
な
る
と
い
う
も
の
で
す
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
受
け
入
れ
る
中

に
あ
っ
て
、
悲
し
む
こ
と
が
期
限
付
き
で
許
容
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る

喪
に
服
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
少
し
会
社
や
学
校
を
休
む
こ
と
が
許

さ
れ
る
と
い
う
社
会
的
な
喪
が
現
代
社
会
に
も
残
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
そ
し
て
、
残
さ
れ
た
者
が
社
会
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
の
関
わ

り
の
中
で
、
ど
う
い
っ
た
社
会
的
役
割
を
果
た
し
て
い
く
か
と
い
う

こ
と
を
少
し
ず
つ
学
ん
で
い
く
。
こ
れ
が
第
一
の
機
能
と
し
て
挙
げ

ら
れ
ま
す
。

　

第
二
の
機
能
と
し
て
は
、
大
切
な
人
を
亡
く
し
た
遺
族
が
そ
の
強

い
感
情
、
悲
し
み
、
怒
り
な
ど
を
表
現
す
る
こ
と
を
、
地
域
社
会
や

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
許
容
す
る
、
そ
れ
が
第
二
の
機
能
で
す
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
遺
族
が
冷
静
に
物
事
を
受
け
入
れ
て
、
す
ぐ
に
社

会
に
適
応
し
て
い
け
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

を
地
域
社
会
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
認
め
、
そ
の
情
緒
的
行
動
を
温

か
く
、
時
間
と
と
も
に
見
守
っ
て
い
く
と
い
う
、
言
わ
ば
グ
リ
ー
フ

ケ
ア
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
第
三
の
機
能
は
、
香
典
や
御
供
物
な
ど
の
経
済
的
支
援
と

し
て
の
役
割
で
す
。
昨
今
で
は
、
香
典
が
な
い
と
葬
儀
が
で
き
な
い

と
か
、
生
活
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一
時
的
に
経
済
的
な
支
援
と
し
て
、
金
銭
・
物

的
支
援
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
か
ら
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
は
一

人
で
は
な
い
ん
だ
」
と
感
じ
ら
れ
、
社
会
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
遺

族
に
支
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
あ
な
た
は
１
人
で
は
な
い
ん
だ

よ
」
と
い
う
こ
と
が
発
信
さ
れ
る
。
仏
教
的
に
言
え
ば
慈
悲
の
印
と

し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
三
つ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
機
能
し
て
い
る
中
の
葬
儀

に
お
い
て
重
要
な
機
能
で
す
。
我
々
が
今
生
き
て
い
る
社
会
、
特
に

都
市
部
に
お
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
い
う
も
の
が
非
常
に
脆

弱
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
葬
儀
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に

よ
る
習
慣
や
文
化
か
ら
、
業
者
を
中
心
と
し
た
サ
ー
ビ
ス
に
な
っ
て

い
る
こ
と
に
も
起
因
し
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。

　

そ
し
て
、
レ
イ
モ
ン
ド
・
フ
ァ
ー
ス
が
い
う
葬
儀
の
本
質
が
簡
素

化
、
縮
小
化
し
た
中
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
一
人
の
死
を
受
け

入
れ
て
い
く
「
死
の
社
会
化
」
が
非
常
に
難
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。

そ
う
な
る
と
、
個
人
が
自
分
で
親
し
い
人
の
死
を
受
け
止
め
て
、
そ



─ 15 ─

し
て
死
別
後
の
人
生
を
生
き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
つ
ま
り
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
で
ケ
ア
さ
れ
て
い
た
悲
嘆
作
業
を
個
人
だ
け
で

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
社
会
の

中
で
現
在
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
要
因
の
一

つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
葬
儀
が
い
わ
ゆ

る
家
族
葬
に
な
っ
て
い
く
、
さ
ら
に
そ
の
家
族
葬
に
お
い
て
も
参
列

者
が
よ
り
親
し
い
、
よ
り
密
接
な
家
族
だ
け
に
な
っ
て
い
く
と
、
一

層
、
悲
嘆
作
業
の
個
人
化
が
加
速
し
て
い
く
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
死
別
は
非
常
に
複
雑
性
を
持
っ

て
い
ま
す
。
で
き
る
限
り
、
当
事
者
だ
け
で
は
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
、
社
会
、
あ
る
い
は
専
門
家
や
我
々
僧
侶
が
悲
嘆
作
業
に
関

わ
り
、
死
別
後
の
人
生
に
し
っ
か
り
と
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
が
よ
り

一
層
重
要
に
な
っ
て
く
る
こ
と
を
指
し
示
す
事
例
が
出
て
き
て
い
ま

す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
死
別
の
複
雑
性
と
し
て
、
ま
ず
一
つ
目
に
突

然
の
別
れ
と
い
う
特
徴
が
多
く
の
場
合
見
ら
れ
ま
す
。
突
然
亡
く
な

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
コ
ロ
ナ
に
限
る
こ
と
で
は
な
く
、
日
常
的
に
社

会
に
は
潜
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
ロ
ナ
で
入
院
、
治
療

と
な
り
ま
す
と
、
そ
の
間
、
通
常
の
入
院
治
療
で
は
で
き
て
い
た
面

会
、
看
護
、
あ
る
い
は
看
取
り
の
機
会
を
奪
わ
れ
る
状
況
に
な
り
ま

す
。
突
然
死
の
別
れ
に
よ
る
グ
リ
ー
フ
の
特
徴
は
「
喪
失
の
非
現
実

感
」、
つ
ま
り
、
自
分
の
大
切
な
人
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
の
現
実

味
を
な
か
な
か
感
じ
づ
ら
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
な
る
と
、
残
さ
れ
た
者
は
「
自
分
が
何
か
で
き
た
の
で
は
な

い
か
」、「
助
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
罪
悪
感
が
、
ほ
か

の
看
取
り
の
あ
る
死
別
よ
り
も
強
く
な
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
そ
し

て
自
分
の
身
内
が
コ
ロ
ナ
に
な
っ
た
原
因
を
他
罰
的
に
社
会
や
他
人

に
求
め
る
気
持
ち
が
強
く
な
る
場
合
が
あ
り
、
突
然
死
の
別
れ
の
グ

リ
ー
フ
の
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

　

二
つ
目
は
、
冒
頭
に
東
海
林
先
生
が
志
村
け
ん
さ
ん
の
お
話
し
を

さ
れ
ま
し
た
が
、
同
様
に
遺
体
と
の
対
面
が
で
き
な
い
事
例
を
見
聞

き
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、「
帰
っ
て
き
た
こ
の
お
骨
は
本

当
に
あ
の
人
な
ん
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
よ
う
に
現
実
感
が
持
て
な
く

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
突
然
死
の
別
れ
に
加
え
て
遺
体

と
対
面
で
き
な
い
こ
と
で
、
死
の
現
実
感
が
さ
ら
に
困
難
性
を
持
っ

て
き
ま
す
。
こ
う
い
う
ケ
ー
ス
を
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
中
で
は
「
あ
い

ま
い
な
喪
失
」
と
い
い
、
ポ
エ
ム
的
に
は
「
さ
よ
な
ら
の
な
い
別

れ
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
葬

儀
と
い
う
儀
礼
の
機
能
を
通
じ
て
し
っ
か
り
と
別
れ
を
す
る
こ
と
が
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大
事
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

三
つ
目
は
、
死
者
の
尊
厳
が
著
し
く
損
な
わ
れ
る
、
あ
る
い
は
遺

族
の
尊
厳
も
剥
奪
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
コ
ロ
ナ
で

大
切
な
人
を
亡
く
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
社
会
に
話
す
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
ケ
ー
ス
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
社
会
に

お
い
て
、
親
し
い
人
や
大
切
な
人
を
自
死
で
亡
く
し
た
り
、
エ
イ
ズ

で
亡
く
し
た
り
し
た
人
た
ち
が
社
会
的
に
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
死

と
し
て
避
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
新
型
コ
ロ
ナ
で
亡
く
な
っ
た
遺
族
の
中
に
も
起

こ
っ
て
い
ま
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
点
か
ら
、
私
は
で
き
る
限
り
法
務
を
止
め
る

こ
と
な
く
、
葬
儀
も
で
き
る
限
り
通
常
に
行
う
た
め
の
努
力
、
工
夫

が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
し
て
、
四
月
一
日
以
降
、
幾

つ
か
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
を
発
表
し
て
、
お
檀
家
さ
ん
と
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。
特
に
四
月
一
四
日
に
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
で
亡
く
な
ら
れ
た
檀
信
徒
さ
ん
を
お
寺
で
葬
送
で
き
る

よ
う
に
、
地
元
の
葬
儀
社
さ
ん
と
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
を
作
成
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
浄
土
宗
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
け
れ
ば
御
覧
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

感
染
対
策
を
し
な
が
ら
月
参
り
や
法
事
が
い
つ
も
ど
お
り
勤
め
ら
れ

る
工
夫
と
し
て
、
お
檀
家
さ
ん
に
対
し
て
チ
ラ
シ
も
作
成
い
た
し
ま

し
た
。

　

最
後
に
ま
と
め
で
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
は
未
知
の
ウ
イ
ル
ス
で
は

あ
り
ま
す
が
、
少
し
ず
つ
正
し
く
恐
れ
る
た
め
の
知
識
が
蓄
積
さ
れ

て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
私
た
ち
は
お
互
い
に
工
夫
し

て
、
戻
る
た
め
の
知
恵
を
出
し
合
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
死
者
の
尊
厳
、
遺
族
の
尊
厳
の
「
最
後
の
番
人
」
と
な
る

べ
き
存
在
が
僧
侶
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
我
々
は
シ
ン
プ
ル
で
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
き
め
細
や
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
り
な
が

ら
、
新
し
い
生
活
様
式
の
中
で
の
新
た
な
ア
イ
デ
ア
を
創
出
し
て
い

く
こ
と
が
重
要
で
す
。
止
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
ど
う
持
続
で

き
る
か
と
い
う
こ
と
の
創
意
工
夫
を
蓄
積
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

【
東
海
林
】　　

大
河
内
先
生
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

続
き
ま
し
て
、
佛
教
大
学
非
常
勤
講
師 

森
田
康
友
先
生
よ
り
、

「
公
衆
衛
生
を
踏
ま
え
た
儀
式
執
行
の
あ
り
方
を
考
え
る
」
と
題
し

て
発
表
い
た
だ
き
ま
す
。

　

先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。



─ 17 ─

【
森
田
】　　

佛
教
大
学
非
常
勤
講
師
の
森
田
康
友
で
す
。
こ
の
パ
ネ

ル
発
表
に
あ
た
り
「
公
衆
衛
生
を
踏
ま
え
た
儀
式
執
行
の
あ
り
方
を

考
え
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

私
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
以
前
か
ら
、
儀
式
の

執
行
に
お
い
て
何
ら
か
の
一
定
の
基
準
を
定
め
て
お
く
こ
と
が
必
要

だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
が
広
が
り
始
め
た
三
月
頃
に

い
ち
早
く
私
的
な
勉
強
会
を
開
い
て
、
あ
る
程
度
の
基
準
を
独
自
に

考
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
浄
土
宗
総
合
研
究
所
が
受

け
、
基
準
を
定
め
、
種
々
整
理
し
、
文
面
に
し
て
浄
土
宗
か
ら
宗
の

見
解
と
し
て
、
他
の
宗
旨
に
先
立
っ
て
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
出
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
は
、
そ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
若
干
新
た
な
見

解
を
少
し
加
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
私
が
儀
式
執
行
に
お
け
る
公
衆
衛
生
の
必
要
性
を
考
え
る

よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
、
時
期
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
お
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
平
成
一
四
年
（
二
〇
〇
二
）
に
中
国
で
、
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ

が
発
生
し
、
平
成
一
六
年
（
二
〇
〇
四
）
以
降
に
は
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
の
流
行
が
起
き
、
こ
れ
ら
の
影
響
に
よ
り
伝
宗
伝
戒
道
場
や

璽
書
道
場
な
ど
に
お
い
て
予
防
の
徹
底
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
後
も
平
成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
で

Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
が
発
生
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
各
種
道
場
で
は
感
染
症
に

対
し
て
認
識
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
か
ら
特
に
葬
送
儀
礼

な
ど
の
儀
式
に
お
け
る
衛
生
面
の
安
全
性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。

　

衛
生
面
に
つ
い
て
寺
院
が
直
接
関
係
し
て
く
る
法
律
、
条
例
と
し

て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、「
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
」
で

す
。
そ
の
総
則
の
第
三
条
に
、「
埋
葬
又
は
火
葬
は
、
他
の
法
令
に

別
段
の
定
が
あ
る
も
の
を
除
く
外
、
死
亡
又
は
死
産
後
24
時
間
を
経

過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ
り
ま

す
。
こ
の
「
他
の
法
令
に
別
段
の
定
が
あ
る
も
の
」
と
し
て
、「
感

染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
」

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
第
五
章
に
「
消
毒
そ
の
他
の
措
置
」
の
第
三
〇

条
に
、「
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類
感
染
症
又
は
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
病
原
体
に
汚
染
さ
れ
、
又
は
汚
染
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
る
死
体
は
、
火
葬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

十
分
な
消
毒
を
行
い
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
た
と
き
は
、

埋
葬
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
り
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
も

含
め
て
、
必
ず
亡
く
な
っ
た
ら
火
葬
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
土
葬
の
地
域
で
は
、
十
分
な
消
毒
を

行
っ
て
、
知
事
が
許
可
さ
れ
た
と
き
は
土
葬
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
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も
あ
り
ま
す
。

　

一
方
で
別
項
と
し
て
次
に
「
一
類
感
染
症
、
二
類
感
染
症
、
三
類

感
染
症
又
は
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感
染
症
の
病
原
体
に
汚
染
さ

れ
、
又
は
汚
染
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
死
体
は
、
二
十
四
時
間
以
内

に
火
葬
し
、
又
は
埋
葬
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の

感
染
症
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
は
二
四
時
間
以
内
の
火
葬
・
埋
葬
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
必
ず
二
四
時
間
以
内
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
は
さ
ま
ざ
ま
な
と

こ
ろ
で
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

墓
地
を
管
理
す
る
お
寺
や
霊
園
で
は
埋
葬
す
る
際
、「
火
葬
埋
葬

許
可
証
」
を
預
か
り
ま
す
が
、
少
々
調
べ
ま
す
と
、
安
全
性
と
い
う

面
で
僧
侶
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
ま
し
た
。

　

さ
き
ほ
ど
示
し
た
法
律
に
準
ず
れ
ば
、
感
染
症
の
一
類
か
ら
三
類

及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
も
ち
ろ
ん
、
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
は
「
指
定
感
染
症
」
で
二
類
相
当
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

こ
れ
ら
に
感
染
し
て
亡
く
な
っ
た
方
は
、「
火
葬
埋
葬
許
可
証
」
の

死
因
欄
の
「
一
類
感
染
症
等
」
に
丸
が
つ
け
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
し

か
し
、
私
が
住
持
し
て
い
る
お
寺
は
奈
良
市
な
の
で
、
奈
良
市
に
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
市
か
ら
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
亡
く
な
っ
て

も
「
火
葬
埋
葬
許
可
証
」
の
死
因
欄
の
「
一
類
感
染
症
等
」
に
は

チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
な
い
と
い
う
返
事
で
し
た
。

　

故
人
の
人
権
の
観
点
か
ら
、
死
因
で
あ
る
既
往
を
知
ら
さ
れ
な
い

こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
葬
送
の
折
に
知
ら
さ
れ
る
以
外
、

例
え
ば
他
で
葬
送
さ
れ
て
埋
葬
の
み
に
関
わ
る
と
き
、
そ
の
こ
と
を

知
ら
さ
れ
な
い
と
な
る
と
、
特
に
土
葬
の
場
合
は
そ
の
遺
体
が
十
分

に
処
置
さ
れ
た
状
態
か
否
か
が
わ
か
ら
ず
、
埋
葬
に
関
わ
る
僧
侶
や

お
寺
、
ま
た
そ
の
地
域
が
危
険
な
場
面
に
遭
遇
す
る
可
能
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
大
河
内
先
生
が
言
わ
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
葬
儀
な
ど
を
通

常
通
り
に
勤
め
ら
れ
れ
ば
あ
り
が
た
い
の
で
す
が
、
感
染
症
で
亡
く

な
ら
れ
た
場
合
は
そ
の
よ
う
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
ウ
イ
ル
ス
等
の
感

染
症
で
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
遺
族
か
ら
一
報
を
受
け
ま
し
た
ら
、
本

来
で
あ
れ
ば
す
ぐ
に
出
向
き
、
枕
経
を
務
め
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
り

ま
す
が
、
ま
ず
は
で
き
る
だ
け
電
話
等
で
打
合
せ
を
し
っ
か
り
と
す

る
ほ
う
が
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
浄
土
宗
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
は
な
い
点
で
す
。

　

正
し
い
情
報
が
な
い
ま
ま
直
ち
に
う
か
が
う
と
、
儀
式
の
修
法
者

で
あ
る
僧
侶
が
濃
厚
接
触
者
と
な
り
、
枕
経
を
勤
め
た
と
し
て
も
、

そ
の
後
の
通
夜
・
葬
儀
が
執
行
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
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の
で
、
十
分
な
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
持
参
す
る
法
具

な
ど
も
浄
焚
で
き
る
も
の
か
、
も
し
く
は
浄
紙
に
包
ん
で
持
参
し
、

修
法
後
は
包
ん
だ
浄
紙
を
適
切
に
外
す
な
ど
の
対
応
が
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
松
明
な
ど
を
扱
っ
た
場
合
、
普
段
で
あ
れ
ば
使
い
回
し
ま

す
が
、
そ
れ
も
一
緒
に
火
葬
し
て
も
ら
う
こ
と
が
良
い
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
遺
族
が
濃
厚
接
触
者
で
あ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
遺

族
が
濃
厚
接
触
者
で
あ
れ
ば
、
経
過
観
察
中
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
の
で
、
濃
厚
接
触
者
で
は
な
い
家
族
・
親
族
と
と
も
に
仮
の
葬

送
を
勤
め
て
、
経
過
観
察
期
間
後
に
本
葬
を
行
う
と
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
厚
生
労
働
省
の
指
針
を
守
る
こ
と
も
大
切
で
す
。
ま
ず
は

罹
患
者
の
差
別
を
な
く
す
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
よ
く
新
型
コ
ロ

ナ
で
亡
く
な
ら
れ
て
、
火
葬
さ
れ
て
遺
骨
に
な
っ
て
も
忌
避
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
す
。
し
か
し
、
火
葬
は
一
〇
〇
度
以
上
で
行

わ
れ
ま
す
の
で
ウ
イ
ル
ス
は
死
滅
し
て
お
り
、
遺
骨
か
ら
の
感
染
の

心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

続
い
て
、
葬
儀
以
外
の
法
事
・
法
要
、
月
参
り
な
ど
に
関
し
て
は

大
河
内
先
生
が
お
話
し
を
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
リ
モ
ー
ト

で
法
要
を
行
う
場
合
の
課
題
と
期
待
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
お
き
ま

す
。
通
信
環
境
に
よ
る
中
断
や
高
齢
者
が
参
加
し
づ
ら
い
と
い
う
課

題
が
あ
る
一
方
で
、
遠
隔
地
よ
り
参
加
が
で
き
る
、
若
い
方
が
受
け

入
れ
や
す
い
な
ど
が
期
待
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

最
近
で
は
罹
患
者
が
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
と
法
要

を
勤
め
ら
れ
る
お
寺
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
際
、
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル

ド
や
マ
ウ
ス
シ
ー
ル
ド
を
使
用
し
て
法
要
を
勤
め
て
い
る
様
子
を
見

ま
す
が
、
予
防
効
果
が
し
っ
か
り
と
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
マ
ス
ク
代

わ
り
と
し
て
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま

た
、
本
堂
で
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
を
多
く
用
い
ま
す
と
、
逆
に
換
気
が

悪
く
な
り
、
感
染
リ
ス
ク
が
高
ま
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ま
す
。

　

ま
た
、
私
は
伝
宗
伝
戒
道
場
の
行
係
と
し
て
務
め
て
い
ま
す
が
、

今
回
の
道
場
で
は
入
行
者
を
50
人
に
制
限
し
た
り
、
事
前
に
Ｐ
Ｃ
Ｒ

検
査
を
行
っ
て
無
感
染
を
確
認
し
た
う
え
で
入
行
す
る
な
ど
、
各
道

場
と
浄
土
宗
で
取
り
決
め
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
こ
に
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
よ
く
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
と
い
う
問
題
が
あ
り

ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
法
要
に
も
通
じ
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
経
過
観
察
は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
違
っ
て
一
般
的
に
二
週
間

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
行
事
が
接
近
し
て
い
ま
す
と
、
他
の
道
場
に
影

響
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
道
場
中
の
感
染
リ
ス
ク
も
懸
念
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さ
れ
る
な
か
で
、
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
な
い
感
染
経
路
に
「
洗
面
台
」

が
あ
り
ま
す
。
保
健
所
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
洗
面
台
は
多
く
の
人

が
用
い
る
の
で
感
染
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
と
の
返
答
が
あ
り
ま
し
た
。

う
が
い
し
た
水
を
た
だ
単
に
吐
き
出
し
て
し
ま
う
と
水
が
飛
び
散
っ

て
、
そ
れ
が
リ
ス
ク
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
で
す
の
で
、
不

要
な
用
紙
等
を
縦
に
半
分
に
折
っ
て
、
そ
の
折
り
目
を
樋
（
と
い
）

に
し
て
吐
き
出
す
と
飛
び
散
り
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、

不
要
な
紙
な
の
で
汚
れ
た
面
を
内
側
に
し
て
処
分
す
る
と
衛
生
的
に

使
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
１
つ
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
私
は
佛
教
大
学
で
も
法
式
の
指
導
を
し
て
い
ま
す
が
、
法

式
は
リ
モ
ー
ト
で
の
指
導
が
不
適
用
と
い
う
こ
と
で
、
先
般
、
通
信

課
程
と
通
学
課
程
の
学
生
が
合
流
し
て
対
面
で
授
業
を
行
い
ま
し
た
。

人
数
が
少
し
多
く
な
っ
た
為
、
佛
教
大
学
の
礼
拝
堂
で
勤
め
ま
し
た

が
、
講
堂
が
広
く
、
ま
た
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
確
保
の
た
め
、

学
生
に
寄
っ
て
き
て
も
ら
っ
て
作
法
を
見
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
、
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
を
カ
メ
ラ
で
写
し
、

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
拡
大
し
て
講
義
を
し
ま
し
た
。
そ
の
カ
メ
ラ
を

使
っ
て
、
作
法
や
所
作
な
ど
も
撮
影
し
、
投
影
し
ま
す
と
後
ろ
か
ら

よ
く
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
特
に
半
斎
供
養
儀
な
ど
、
細
か
い
作
法
を

す
る
と
き
に
非
常
に
学
生
の
理
解
が
早
か
っ
た
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
普
段
は
使
い
回
し
て
い
た
華
籠
皿
を
使
い
回
さ
ず
に

個
人
用
と
し
た
り
、
黒
谷
金
戒
光
明
寺
と
清
浄
華
院
に
あ
る
大
学
の

学
寮
は
一
人
一
部
屋
と
し
た
り
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
と
め
と
い
た
し
ま
し
て
、
重
大
な
症
状
を
引
き
起
こ
す
可
能
性

が
あ
る
感
染
状
況
下
に
お
い
て
、
肌
感
覚
で
安
心
だ
と
思
う
の
で
は

な
く
、
そ
れ
に
慌
て
る
こ
と
な
く
対
応
し
、
今
後
も
儀
式
が
安
全
に

執
行
で
き
る
よ
う
に
、
今
回
の
経
験
を
次
に
活
か
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
ま
す
。

　

安
心
だ
か
ら
こ
そ
安
堵
す
る
の
で
す
。
儀
式
執
行
者
で
あ
る
僧
侶

を
含
め
、
檀
家
、
信
者
が
安
全
だ
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
こ
そ
、
安
堵
し
て
儀
式
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
た

め
に
は
僧
侶
も
公
衆
衛
生
関
連
の
条
例
を
熟
知
し
て
も
ら
い
た
い
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
道
場
で
の
対
応
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
を
一
般
寺
院
や
家
庭
、
学
校
の
集
団
生
活
に
活
か
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

以
上
、
御
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
東
海
林
】　　

森
田
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

続
き
ま
し
て
、
日
本
宗
教
連
盟
・
全
日
本
仏
教
会
理
事
長
、
戸
松
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義
晴
先
生
よ
り
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
全
日
本
仏
教
会
・
日
本
宗
教

連
盟
の
取
り
組
み
と
課
題
」
と
題
し
ま
し
て
発
表
い
た
だ
き
ま
す
。

　

先
生
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
戸
松
】　

今
ま
で
の
発
表
は
詳
細
で
具
体
的
な
発
表
が
多
か
っ
た
で

す
が
、
私
は
緊
急
事
態
宣
言
が
始
ま
っ
て
全
日
本
仏
教
会
が
行
っ
た

調
査
や
各
宗
派
の
対
応
な
ど
、
大
き
な
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
中
で
感

じ
た
こ
と
を
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

春
の
お
彼
岸
の
頃
、
ま
だ
各
宗
派
か
ら
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
な
く
、

多
く
の
お
寺
さ
ん
が
「
お
彼
岸
の
供
養
は
ど
う
す
る
ん
だ
」
と
そ
れ

ぞ
れ
手
探
り
で
さ
れ
て
い
た
か
と
思
い
ま
す
。
３
密
回
避
と
は
早
く

か
ら
言
わ
れ
て
お
り
、
多
く
の
お
寺
さ
ん
は
社
会
的
に
言
わ
れ
て
い

る
こ
と
に
従
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

　

全
日
本
仏
教
会
で
は
、
４
月
７
日
付
で
加
盟
団
体
に
理
事
長
談
話

と
い
う
形
で
声
明
を
出
し
ま
し
た
。
と
に
か
く
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー

（
優
先
事
項
）
は
寺
院
が
発
生
源
に
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
遺

体
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
火
葬
場
や
葬
儀
社
等
の
指
針
に
併
せ
つ

つ
、
で
き
る
限
り
遺
族
の
意
向
を
尊
重
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ

と
を
お
伝
え
し
ま
し
た
。
今
は
具
体
的
な
対
応
策
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
の
と
き
は
地
域
、
都
道
府
県
の
保
健
所
か
ら
業
者
向
け
に

は
出
て
い
ま
し
た
が
、
宗
教
者
向
け
に
は
あ
り
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

遺
体
を
取
り
扱
う
こ
と
に
関
し
て
は
詳
細
な
規
定
が
あ
り
ま
し
て
、

宗
教
者
は
火
葬
場
、
あ
る
い
は
葬
儀
社
等
の
指
針
に
併
せ
て
や
っ
て

い
か
な
い
と
具
体
的
な
対
応
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

同
じ
く
４
月
７
日
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
世
界
保
健
機
関
か
ら
、
宗
教
指
導
者

並
び
に
宗
教
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
向
け
て
、
コ
ロ
ナ
に
対
す
る
具
体

的
な
配
慮
に
つ
い
て
通
達
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
特

に
強
調
し
た
の
は
宗
教
者
の
役
割
を
果
た
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
多
く
の
人
た
ち
が
不
安
の
中
に
あ
る
た

め
、
決
し
て
活
動
を
停
止
す
る
こ
と
な
く
、
直
接
的
、
間
接
的
に
、

宗
教
者
が
そ
れ
に
関
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
。
た
だ
し
、
今
ま
で
の

よ
う
に
大
勢
で
集
ま
っ
て
儀
式
、
儀
礼
を
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
リ
モ
ー
ト
、
あ
る
い
は
電
話
や
手
紙
等
を
使
っ

て
、
非
接
触
で
あ
り
な
が
ら
で
も
心
の
ケ
ア
を
や
っ
て
も
ら
い
た
い

と
い
う
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
日
本
宗
教
連
盟
の
５
団
体
と
い
た
し
ま
し
て
も
意
見
交

換
を
行
い
ま
し
た
。
非
常
事
態
宣
言
が
出
た
頃
、「
オ
ー
バ
ー

シ
ュ
ー
ト
」
が
非
常
に
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
三
月
末
に
タ
レ
ン
ト
の

志
村
け
ん
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
、
立
会
い
も
で
き
な
い
、
お
別
れ
も

で
き
な
い
、
お
骨
で
戻
っ
て
く
る
、
多
く
の
方
が
そ
う
い
う
場
面
を
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見
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
か
と
思
い
ま
す
。
政
府
も
オ
ー
バ
ー

シ
ュ
ー
ト
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
と
同

じ
よ
う
に
医
療
崩
壊
が
起
き
る
と
考
え
た
た
め
に
緊
急
事
態
宣
言
を

出
し
ま
し
た
。
日
本
宗
教
連
盟
と
し
て
考
え
た
こ
と
は
、
私
た
ち
は

医
療
的
な
専
門
従
事
者
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
点
に
対
し
て
具
体
的

な
提
案
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
宗
教
者
と
し
て
は
、

コ
ロ
ナ
で
亡
く
さ
れ
た
遺
族
の
心
の
ケ
ア
を
第
一
と
し
、
私
た
ち
の

関
係
組
織
か
ら
ク
ラ
ス
タ
ー
を
発
生
さ
せ
な
い
こ
と
、
政
府
や
行
政

と
の
協
力
関
係
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
て
、
行
政
に
も
申
し
出
ま
し

た
。
本
当
に
オ
ー
バ
ー
シ
ュ
ー
ト
に
な
る
と
、
自
衛
隊
な
ど
が
介
入

し
て
き
ま
す
か
ら
、
そ
う
な
っ
た
場
合
の
休
憩
宿
泊
施
設
、
駐
車
場

の
提
供
、
も
し
本
当
に
多
く
の
方
が
亡
く
な
れ
ば
、
遺
体
安
置
所
と

し
て
場
の
提
供
な
ど
が
想
定
さ
れ
ま
し
た
。
実
現
は
し
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
都
内
の
大
き
な
寺
院
の
駐
車
場
で
ド
ラ
イ
ブ
ス
ル
ー
の
Ｐ
Ｃ

Ｒ
検
査
を
し
た
い
と
い
う
医
師
会
か
ら
の
申
し
出
な
ど
も
あ
り
ま
し

た
。

　

先
ほ
ど
髙
瀨
先
生
か
ら
大
正
大
学
地
域
構
想
研
究
所
で
行
っ
た
ア

ン
ケ
ー
ト
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
が
、
全
日
本
仏
教
会
で
も
５
月
７

日
か
ら
同
じ
よ
う
に
調
査
を
行
い
、
４
６
０
件
ほ
ど
の
回
答
が
あ
り

ま
し
た
。
全
日
本
仏
教
会
が
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
た
理
由
を
申
し
ま

す
と
宗
教
法
人
に
対
す
る
持
続
化
給
付
金
の
働
き
か
け
を
す
る
た
め

に
根
拠
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

緊
急
事
態
宣
言
下
に
お
け
る
持
続
化
給
付
金
の
対
象
か
ら
宗
教
法

人
が
、
最
終
的
に
発
表
の
際
に
外
さ
れ
ま
し
た
。
宗
教
法
人
と
性
風

俗
従
事
者
、
政
治
団
体
が
対
象
外
と
な
り
ま
し
た
が
、
緊
急
事
態
で

災
害
と
同
様
だ
か
ら
例
外
的
に
認
め
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
、
日

本
宗
教
連
盟
と
し
て
働
き
か
け
を
し
ま
し
た
。
そ
の
働
き
か
け
を
す

る
際
、
法
事
、
葬
儀
を
控
え
て
い
る
か
、
そ
れ
に
よ
る
収
入
の
減
少

が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
の
根
拠
、
エ
ビ
デ
ン
ス
が
必
要
で
し
た
の

で
、
そ
の
こ
と
を
中
心
に
実
態
調
査
を
行
い
、
５
１
７
件
の
回
答
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
調
査
で
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
実
は
控
え
て
な
い
寺
院
が
約
半

数
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
や
は
り
地
方
の
お
寺
さ
ん

で
、
普
段
か
ら
同
じ
方
た
ち
だ
け
が
集
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ

は
、
あ
ま
り
コ
ロ
ナ
に
影
響
さ
れ
な
く
て
、
具
体
的
な
法
事
等
も
控

え
て
な
い
こ
と
か
ら
収
入
の
面
で
も
大
き
な
影
響
は
な
い
と
い
う
お

答
え
で
し
た
。

　

た
だ
、
運
営
に
関
し
て
は
、「
不
安
を
感
じ
て
い
る
か
否
か
」
と

い
う
問
い
に
対
し
て
「
は
い
」
の
回
答
が
約
八
割
弱
、
そ
し
て
「
収

入
の
減
少
が
あ
っ
た
か
否
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
も
「
は
い
」
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の
回
答
が
約
八
割
弱
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
調
査
は
緊
急
事

態
宣
言
中
に
行
い
ま
し
た
か
ら
、
収
入
減
少
の
割
合
も
１
０
０
％
か

ら
70
％
の
減
少
率
に
回
答
し
た
割
合
が
約
４
分
の
１
以
上
あ
り
ま
し

て
、
50
％
以
上
だ
と
約
半
数
と
い
う
結
果
が
出
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
回
答
の
ほ
か
、
具
体
的
な
事
例
と
し
て
自
由
記
述
を
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
い
く
つ
か
取
り
上
げ
ま
す
と
、
緊
急
事
態
宣

言
下
で
「
月
参
り
や
法
事
が
中
止
ま
た
は
延
期
と
な
っ
た
た
め
収
入

が
な
い
」、
60
歳
以
上
の
方
で
収
入
も
な
く
、
寺
院
の
内
部
留
保
も

あ
ま
り
な
い
状
態
の
た
め
「
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
い
が
、
社
会
の
状

況
と
年
齢
の
た
め
で
き
な
い
」、
一
方
で
「
預
金
を
切
り
崩
し
て
対

応
し
て
い
る
」、「
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
し
て
い
る
が
、
限
度
枠
を
超
え
た

ら
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
」
な
ど
の
収
入
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
ま
し

た
。

　

ま
た
、
収
入
に
関
す
る
以
外
の
記
述
と
し
て
、
調
査
当
時
は
マ
ス

ク
が
不
足
し
て
い
た
時
期
で
す
の
で
「
対
策
と
し
て
マ
ス
ク
や
消
毒

液
を
用
意
す
る
の
が
難
し
い
」
と
い
う
声
が
あ
っ
た
り
、
法
事
の
延

期
・
中
止
も
あ
り
ま
し
た
の
で
「
檀
家
・
門
徒
・
信
徒
等
や
地
域
の

方
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
声
も

あ
っ
た
り
し
ま
し
た
。
ま
た
「
葬
儀
や
法
事
等
の
簡
略
化
や
必
要
性

が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」
と
コ
ロ
ナ
終
息
後
の
状
況

を
危
惧
す
る
声
も
聞
こ
え
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
詳
細
な
報
告
は
、
機
関
誌
『
全
仏
』
に
記
載
し
て
い
ま

す
の
で
、
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
各
宗
派
と
も
に
国
や
行
政
と
同
じ
よ
う
な
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
や
対
応
の
方
向
性
を
出
し
て
い
ま
す
。
高
野
山
真
言
宗
は
、
来
年

度
の
宗
費
を
二
割
減
額
す
る
予
定
で
決
め
て
お
り
、
智
山
派
は
、
コ

ロ
ナ
禍
の
よ
う
な
と
き
こ
そ
、
宗
教
者
、
僧
侶
が
信
念
を
持
っ
て
遺

族
に
寄
り
添
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
宗
教
者
の
本
質
を
示
す
こ
と

を
伝
え
て
い
ま
す
。
豊
山
派
は
感
染
症
の
専
門
家
の
医
者
で
あ
る
僧

侶
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
ど
の
宗
派
よ
り
も
早
く
指
針
を

出
さ
れ
て
、
全
日
本
仏
教
会
も
こ
れ
を
参
考
に
し
て
三
月
中
に
指
針

と
し
て
提
示
し
ま
し
た
。
浄
土
宗
は
森
田
上
人
の
発
表
で
触
れ
ら
れ

て
い
た
と
お
り
で
す
。
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
は
、
集
ま
っ
た
課
金
の

中
か
ら
教
化
費
と
い
う
形
で
４
億
８
，
０
０
０
万
円
を
寺
院
支
援
策

と
し
て
充
て
る
と
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
真
宗
大
谷
派
も
指
針
を

発
表
し
、
コ
ロ
ナ
患
者
、
罹
患
者
の
人
権
等
に
配
慮
す
べ
き
こ
と
を

強
調
し
て
い
ま
す
。
曹
洞
宗
は
、
全
ヶ
寺
調
査
行
い
、
そ
の
結
果
が

九
月
に
発
表
さ
れ
る
そ
う
で
、
こ
れ
は
来
年
度
の
課
金
の
参
考
に
も

資
す
る
よ
う
に
す
る
と
の
こ
と
で
す
。
日
蓮
宗
は
、
今
年
中
に
74
管

区
に
総
額
１
億
円
の
給
付
を
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
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さ
て
、
新
し
い
生
活
様
式
が
提
唱
さ
れ
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
進
む
な

か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
界
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
と

考
え
る
と
、
例
え
ば
寝
た
き
り
や
高
齢
で
外
出
が
難
し
い
な
ど
、
社

会
的
に
弱
い
立
場
に
あ
る
方
、
ま
た
高
齢
の
方
の
オ
ン
ラ
イ
ン
操
作

を
若
い
方
た
ち
に
も
協
力
を
し
て
も
ら
う
、
あ
る
い
は
遠
方
の
方
な

ど
、
今
ま
で
関
係
性
が
築
け
な
か
っ
た
方
た
ち
と
も
つ
な
が
り
を
た

も
つ
こ
と
が
で
き
る
、
あ
る
意
味
で
は
新
し
い
機
会
に
も
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
新
し
い
生
活
様
式
に
よ
る
新
し
い
関
係
性
に
お
い
て

も
、
困
っ
て
い
る
人
に
寄
り
添
う
こ
と
が
関
係
性
構
築
の
第
一
だ
と

思
い
ま
す
。
今
後
、
リ
モ
ー
ト
で
個
々
と
結
び
つ
い
て
い
く
可
能
性

が
増
え
て
い
く
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
一
方
で
そ
れ
に
加
え
て
、
儀

式
の
簡
素
化
、
規
模
の
縮
小
は
、
社
会
性
の
欠
如
に
つ
な
が
り
、
ア

メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
宗
教
の
個
人
化
が
日
本
で
も
起
き

て
い
く
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
は
宗
教
界
全
体
の
共
通
認
識
で
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
画
一
的
に
仏
教
で
は
こ
う
だ
か
ら
、
こ
の

宗
派
の
教
え
は
こ
う
だ
か
ら
と
、
全
員
で
同
じ
方
向
を
向
い
て
同
じ

よ
う
に
や
る
と
い
う
こ
と
が
次
第
に
難
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
根
幹
は
結
び
つ
い
て
い
て
も
、
一
人
一
人
大
事
に
す
る
も
の
が

異
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
組
織
対
寺
院
、

家
対
寺
院
で
は
な
く
、
檀
家
の
個
人
と
僧
侶
が
結
び
つ
き
、
個
人
の

価
値
観
を
把
握
し
た
う
え
で
関
係
性
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
か
ら
学
ん
だ
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

以
上
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

【
東
海
林
】　　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

パ
ネ
リ
ス
ト
の
先
生
方
の
発
表
は
以
上
で
と
な
り
ま
す
。
続
い
て

こ
の
パ
ネ
ル
全
体
へ
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
、
本
日
の
コ
メ
ン
テ
ー

タ
ー
、
佛
教
大
学
教
授 

大
谷
栄
一
先
生
よ
り
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ

き
ま
す
。

　

先
生
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
大
谷
】　　

佛
教
大
学
の
大
谷
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
私
の
専
門
は
宗
教
社
会
学
で
す
。
特
に
日
本
の

近
現
代
の
仏
教
を
研
究
し
て
お
り
ま
す
が
、
僧
籍
は
持
っ
て
い
ま
せ

ん
。
今
回
、
東
海
林
先
生
よ
り
宗
外
の
立
場
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
し
て

く
だ
さ
い
と
い
う
依
頼
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
コ
メ
ン
テ
ー

タ
ー
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

た
だ
い
ま
四
人
の
先
生
方
か
ら
大
変
興
味
深
い
お
話
を
聞
か
せ
い
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た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
方
一
人
一
人
へ
の
コ
メ
ン
ト
と
い
う
よ
り
、

私
が
四
人
の
先
生
方
の
発
表
を
聞
い
て
、
分
か
っ
た
こ
と
を
２
つ
の

観
点
に
ま
と
め
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
若
干
の
問
題
提
起
を

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
２
つ
の
観
点
と
は
何
か
と
い
う
と
、
一
点
目
が
「
新
し
い
宗

教
様
式
」
の
課
題
で
す
。「
新
し
い
宗
教
様
式
」
と
は
私
が
つ
く
っ

た
言
葉
で
す
、
こ
れ
は
後
ほ
ど
説
明
を
い
た
し
ま
す
。
二
点
目
が
、

「
死
の
タ
ブ
ー
化
の
強
ま
り
と
個
人
化
」
で
す
。
こ
れ
は
、
特
に
大

河
内
先
生
の
お
話
に
刺
激
を
受
け
て
考
え
た
こ
と
で
す
。
こ
れ
ら
二

点
を
順
次
お
話
し
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
が
問
い
か
け
る
も
の
と
し
て
、
髙
瀨
先
生
か
ら

の
発
表
で
、
葬
送
儀
礼
の
簡
略
化
、
多
様
化
が
見
ら
れ
る
中
で
、
今

回
の
コ
ロ
ナ
禍
は
葬
送
儀
礼
が
さ
ら
に
変
化
す
る
転
換
点
と
な
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
仮
説
に
基
づ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た

と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
私
な
り
に
も
う
少
し
話
を
広

げ
る
と
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
は
、
葬
送
儀
礼
の
変
化
に
と
ど
ま
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
の
死
生
観
や
従
来
の
信
仰

の
在
り
方
、
寺
院
の
持
続
可
能
性
に
も
関
わ
る
大
き
な
転
換
点
に
な

る
ほ
ど
の
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
る
出
来
事
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
し
た
。

　

ま
ず
一
点
目
の
「
新
し
い
宗
教
様
式
」
の
課
題
と
い
う
点
か
ら
お

話
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
を
通
じ
て
、
仏
教
界
で

何
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
か
、
ポ
イ
ン
ト
を
絞
っ
て
申
し
上
げ
る
と
、

従
来
の
葬
儀
や
法
務
が
僧
侶
と
遺
族
あ
る
い
は
檀
信
徒
と
の
対
面
的

で
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
前
提
と
し
た
や
り
取
り
で
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　

僭
越
で
す
が
、
私
に
と
っ
て
も
少
な
か
ら
ず
大
学
で
授
業
を
や
る

場
合
も
あ
る
程
度
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
少
人
数
の
授

業
は
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
を
使
っ
て
授
業
を
し
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
オ
ン
ラ

イ
ン
、
メ
デ
ィ
ア
を
挟
ん
だ
非
対
面
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
な

の
で
、
例
年
、
対
面
で
行
っ
て
い
る
授
業
よ
り
何
か
手
応
え
が
な
い

感
じ
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
現
在
、
新
し
い
生
活
様
式
に
応
じ
た
葬
送
儀
礼
や
法

務
の
在
り
方
が
求
め
ら
れ
、
実
際
に
全
国
各
地
の
現
場
で
は
そ
う
し

た
対
応
が
図
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
戸
松
先
生
と
髙
瀨
先
生

か
ら
報
告
い
た
だ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
新
し
い
生

活
様
式
に
対
応
し
た
宗
教
的
な
儀
礼
や
活
動
、
仏
教
の
場
合
に
は
葬

送
儀
礼
や
法
務
が
主
に
な
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
ら
の
在
り
方

を
こ
こ
で
は
「
新
し
い
宗
教
様
式
」
と
名
づ
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
様
式
の
具
体
例
は
、
森
田
先
生
の
提
案
や
大
河
内
先
生
の
新
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し
い
生
活
様
式
で
の
月
参
り
・
御
法
事
、
あ
る
い
は
髙
瀨
先
生
か
ら

紹
介
が
あ
っ
た
Ｂ
Ｓ
Ｒ
推
進
セ
ン
タ
ー
の
調
査
結
果
に
、
詳
し
い
具

体
的
な
お
話
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
髙
瀨
先
生
の
Ｂ
Ｓ
Ｒ

推
進
セ
ン
タ
ー
の
調
査
結
果
を
参
照
し
た
と
こ
ろ
、
新
し
い
宗
教
様

式
の
特
徴
と
し
て
三
つ
ほ
ど
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
し
た
。

　

一
点
目
が
葬
儀
・
法
要
の
変
化
、
二
点
目
が
綿
密
な
ウ
イ
ル
ス
対

策
、
三
点
目
が
新
し
い
取
り
組
み
の
実
践
で
す
。
三
点
目
に
つ
い
て

は
、
例
え
ば
オ
ン
ラ
イ
ン
の
対
応
や
無
参
拝
法
要
・
代
理
参
拝
、
寺

報
や
お
手
紙
を
出
さ
れ
る
な
ど
の
実
践
例
が
、
Ｂ
Ｓ
Ｒ
推
進
セ
ン

タ
ー
の
調
査
結
果
に
報
告
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
改
め
て
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
コ
ロ
ナ
以
前
に
は
、
僧
侶

と
遺
族
、
檀
信
徒
と
の
対
面
的
で
密
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
な

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
コ
ロ
ナ
の
時
代
に
な
り
、

葬
儀
・
法
要
が
簡
略
化
・
簡
素
化
し
、
ウ
イ
ル
ス
対
策
に
よ
っ
て
非

対
面
的
、
限
定
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
移
り
変
わ
っ
て
き

ま
し
た
。
つ
ま
り
、
葬
儀
や
法
要
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
葬
儀
・
法

要
を
通
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
が
変
わ
っ
て
き
た
わ

け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
変
化
に
よ
っ
て
何
が
起
こ
る
か
。
そ
れ
は
寺
檀
関
係

や
信
仰
の
在
り
方
に
も
影
響
が
及
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
は
髙
瀨
先
生
の
報
告
の
中
で
、「
葬
儀
や
法
事
の
参
列

者
の
減
少
や
行
事
へ
の
影
響
は
、
寺
院
が
檀
信
徒
と
接
す
る
場
の
減

少
に
も
な
り
、
布
教
伝
道
、
仏
教
文
化
の
継
承
と
い
っ
た
観
点
か
ら

の
懸
念
も
あ
る
」
と
い
う
指
摘
に
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

で
は
、
新
し
い
宗
教
様
式
が
実
践
さ
れ
る
中
で
、
今
何
が
求
め
ら

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
森
田
先
生
、
大
河
内
先
生
、
戸
松
先
生

の
発
表
か
ら
、
ポ
イ
ン
ト
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

森
田
先
生
は
「
将
来
、
重
大
な
症
状
を
引
き
起
こ
す
感
染
症
下
に

お
い
て
、
慌
て
る
こ
と
な
く
そ
れ
に
対
応
し
、
儀
式
が
執
行
で
き
る

よ
い
経
験
に
す
べ
き
で
あ
る
」、
大
河
内
先
生
は
「
万
全
の
対
策
と

安
心
・
信
頼
感
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
の
こ
れ
ま
で
以
上
の
き
め
細

や
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
新
た
な
ア
イ
デ
ア
を
創
出
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」、
戸
松
先
生
は
「
コ
ロ
ナ
禍
を
機
に
新
し

い
関
係
性
を
結
び
、
地
域
や
文
化
、
一
人
一
人
の
思
い
、
違
い
を
認

め
る
価
値
観
を
創
造
す
る
」
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
今
求
め
ら
れ
て

い
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

次
に
二
点
目
、「
死
の
タ
ブ
ー
化
の
強
ま
り
と
個
人
化
」
に
つ
い

て
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
に
よ
っ
て
差
別
や
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偏
見
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
大
河
内
先
生
の
発
言
に
、「
死
の
社
会
化
が
減
退
し
、
悲

嘆
作
業
の
個
人
化
が
加
速
し
て
お
り
、
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
必
要
性
が

高
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。
私
が
思
う
に
、
そ

の
前
提
に
は
、
そ
も
そ
も
「
死
の
タ
ブ
ー
化
」
と
い
う
問
題
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。

　
「
死
の
タ
ブ
ー
化
」
は
、
ご
存
じ
の
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
ゴ
ー
ラ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
の
ア
リ
エ
ス
と
い
う

研
究
者
が
提
唱
し
た
考
え
方
で
す
。
詳
し
く
は
澤
井
敦
先
生
の
著
書

（
澤
井
敦
『
死
と
死
別
の
社
会
学
』
青
弓
社
、2005

年
）
に
書
か
れ

て
お
り
、
こ
の
二
人
に
よ
っ
て
、
二
十
世
紀
初
め
以
降
に
欧
米
で
死

の
タ
ブ
ー
化
が
進
行
し
た
と
し
て
、
具
体
的
に
三
つ
の
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
一
点
目
に
亡
く
な
る
場
所
。
そ
の
家
で
の
死
が
病
院
へ
と

移
っ
て
い
っ
た
、
病
院
で
亡
く
な
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い
っ
た
。
二

点
目
が
葬
儀
の
在
り
方
。
遺
体
を
可
能
な
限
り
迅
速
に
処
理
す
る
た

め
に
葬
儀
を
簡
素
化
す
る
こ
と
が
、
欧
米
で
は
既
に
二
十
世
紀
初
頭

か
ら
進
行
し
て
い
た
。
三
点
目
が
死
別
の
問
題
。
服
喪
儀
礼
が
衰
退

し
、
死
別
の
悲
し
み
を
公
然
と
表
現
す
る
こ
と
が
病
的
な
、
不
健
全

な
こ
と
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
を
ゴ
ー
ラ
ー
と

ア
リ
エ
ス
は
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
欧
米
の
こ

と
で
す
の
で
、
日
本
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
部
分
と
当
て
は
ま
ら

な
い
部
分
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
突
き
詰
め
て
申
し
上
げ
る
と
、
澤
井
敦
先

生
は
死
の
タ
ブ
ー
化
に
関
し
て
、「
病
院
、
葬
儀
、
死
別
、
日
常
会

話
と
い
っ
た
場
面
に
お
い
て
、
死
を
め
ぐ
る
社
会
の
在
り
方
が
変

わ
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
死
の
タ
ブ
ー
化
が
起
き

て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
付
け
加
え
る
と
、
私
が
思

う
に
、
近
代
以
降
、
日
本
社
会
は
現
世
中
心
的
、
さ
ら
に
は
生
き
て

い
る
人
間
、
生
者
中
心
的
な
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
死
の
タ

ブ
ー
化
と
連
動
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
の
日
本

社
会
の
在
り
方
に
即
し
て
言
う
と
、
ま
さ
に
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に

よ
っ
て
逝
去
さ
れ
た
人
々
の
存
在
が
タ
ブ
ー
化
さ
れ
て
お
り
、
ス

テ
ィ
グ
マ
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
差
別
や
偏
見
が
発
生
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
言
う
な
ら
ば
、
近
代
以
降
の
死
の
タ
ブ
ー
化
が

現
代
に
お
い
て
は
さ
ら
に
強
ま
っ
て
い
る
、
増
幅
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
死
の
タ
ブ
ー
化
の
強
ま
り
、
ス

テ
ィ
グ
マ
化
に
対
し
て
、
寺
院
や
僧
侶
の
み
な
さ
ま
は
一
体
ど
の
よ

う
な
対
応
を
さ
れ
る
の
か
と
伺
っ
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

髙
瀨
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
葬
送
儀
礼
の
簡
略
化
、
多
様
化
は
、
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死
の
脱
社
会
化
、
言
う
な
ら
ば
死
の
個
人
化
と
連
動
し
て
い
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
新
し
い
宗
教
様
式
の
定
着

や
普
及
と
い
っ
た
問
題
は
、
実
は
死
の
個
人
化
を
促
進
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
戸
松
先

生
か
ら
も
宗
教
の
個
人
化
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
日
本
社
会

が
す
べ
か
ら
く
個
人
化
し
て
い
る
傾
向
と
つ
な
が
っ
て
い
る
動
き
な

ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
死
の
個
人
化
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を

申
し
上
げ
る
と
、
死
の
物
語
の
断
片
化
、
多
様
化
と
い
う
問
題
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
死
を
め
ぐ
る
情
報
自
体
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
見
れ
ば
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
ふ
れ
返
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、「
死
を
ど
う
考
え
る
か
」
と
い
う
解
釈
の
枠
組
み
や
多

く
の
人
々
が
共
有
し
て
い
る
死
の
捉
え
方
、
死
の
物
語
と
そ
れ
に
伴

う
行
動
様
式
は
、
も
は
や
一
般
化
さ
れ
た
も
の
、
共
有
さ
れ
て
い
る

も
の
は
な
い
と
言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
、
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
る
現
在
、
法
然
浄
土

教
の
死
の
物
語
と
、
葬
送
儀
礼
や
悲
嘆
作
業
が
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ

た
死
の
タ
ブ
ー
化
の
強
ま
り
あ
る
い
は
ス
テ
ィ
グ
マ
化
、
個
人
化
に

ど
の
よ
う
な
対
応
が
で
き
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

で
は
、
先
生
方
の
発
表
を
踏
ま
え
、
三
点
の
課
題
を
示
し
て
ま
と

め
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
一
点
目
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
の
時
代
に
お
い
て
、
私
が
申
し
上

げ
た
新
し
い
宗
教
様
式
を
実
践
す
る
に
際
し
て
、
こ
れ
ま
で
以
上
の

き
め
細
や
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
新
し
い
ア
イ
デ
ア
、
あ
る

い
は
戸
松
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
新
し
い
関
係
性
や
新
し
い
つ
な
が
り

を
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

　

二
点
目
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
を
越
え
て
、
い
つ
か
終
息
す
る
で
あ
ろ

う
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
時
代
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
宗
教
様
式
と
新

し
い
宗
教
様
式
を
踏
ま
え
、
ど
の
よ
う
な
葬
儀
や
法
務
、
寺
檀
関
係
、

信
仰
の
在
り
方
、
寺
院
の
持
続
可
能
性
を
展
望
で
き
る
の
か
ど
う
か
。

　

三
点
目
、
現
代
の
日
本
社
会
に
お
け
る
死
の
タ
ブ
ー
化
の
強
ま
り
、

ス
テ
ィ
グ
マ
化
、
個
人
化
に
対
し
て
、
寺
院
や
僧
侶
は
何
が
で
き
る

の
か
。

　

雑
駁
な
コ
メ
ン
ト
で
は
あ
り
ま
す
が
、
以
上
で
す
。
ど
う
も
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
東
海
林
】　　

大
谷
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
意
見
交
換
に
進
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
お
務
め
い
た
だ
き
ま
す
の
は
、
浄
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土
宗
総
合
研
究
所
副
所
長 

今
岡
達
雄
先
生
で
す
。

　

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
今
岡
】　　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
か
ら
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
担
当
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

た
だ
い
ま
、
四
名
の
パ
ネ
ル
発
表
と
、
そ
れ
か
ら
大
谷
先
生
に
よ

る
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
大
谷
先
生
は
、
先
の
パ
ネ
ル
発

表
の
内
容
に
つ
い
て
網
羅
的
に
要
点
を
ま
と
め
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

大
谷
先
生
が
指
摘
さ
れ
た
点
か
ら
、
ま
ず
「
新
し
い
宗
教
様
式
」
の

課
題
の
問
題
と
「
死
の
タ
ブ
ー
化
、
個
人
化
」
の
二
点
に
つ
い
て

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
、
ま
ず
「
新
し
い
宗
教
様
式
」
の
課
題
と
い
う
テ
ー
マ
に

つ
い
て
、
大
谷
先
生
が
最
後
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
今
ま
で
我
々

が
行
っ
て
き
た
法
務
は
、
極
め
て
対
面
的
な
、
濃
密
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
コ
ロ
ナ
、
特
に
感
染

を
予
防
す
る
た
め
に
、
対
面
接
触
を
な
る
べ
く
避
け
ま
し
ょ
う
と
い

う
状
況
に
な
っ
た
と
き
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
の
よ
う
に

図
っ
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
。
今
ま
で
や
っ
て
い
た
の
と
異
な
る
、

新
し
い
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
や
り
方
は
あ
る
の
か
、
さ
ら

に
そ
こ
に
感
染
予
防
と
い
う
必
要
な
事
項
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
ど
の
よ
う
に
バ
ラ
ン
ス
が
取
ら
れ
運
営
し
て
い
く
か
、
こ
こ
が
非

常
に
大
き
な
点
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
最
初
に
、
大
谷
先
生
か
ら
も
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
が
、
新

し
い
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
に
お
け
る
対
面

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
た
ら
い

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
提
案
、
お
考
え
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
意
見

を
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
髙
瀨
先
生
、
御
意
見
ご
ざ
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

【
髙
瀨
】　　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

新
し
い
宗
教
様
式
の
実
践
と
い
う
こ
と
で
調
査
を
し
て
み
ま
す
と
、

か
な
り
地
域
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
新
し
い

様
式
の
実
践
に
関
し
て
も
地
域
ご
と
の
差
が
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
あ

る
い
は
寺
院
に
よ
っ
て
も
随
分
幅
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
紹
介
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
実
際
ど

う
い
う
対
応
を
取
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
伺
い
ま
し
た
。
そ

う
し
た
と
こ
ろ
、
法
要
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
配
信
す
る
と
い
う
も
の
も

あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
逆
に
ア
ナ
ロ
グ
な
方
法
で
手
紙
と
一
緒
に
写
経

用
紙
を
入
れ
て
お
檀
家
さ
ん
に
送
っ
た
と
い
う
お
話
も
伺
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
受
け
手
が
オ
ン
ラ
イ
ン
環
境
に
強
い
か
ど
う
か
と
い
う
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こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
住
職
が
ど
う
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

得
意
か
と
い
う
こ
と
に
も
よ
る
と
思
い
ま
す
。

　

あ
と
、
新
し
い
様
式
に
関
し
て
言
え
ば
、
私
た
ち
は
変
化
し
た
こ

と
に
つ
い
目
が
行
き
が
ち
で
す
が
、
変
化
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た

り
、
あ
る
い
は
割
と
普
通
ど
お
り
に
戻
っ
て
き
た
と
い
う
話
も
あ
っ

た
り
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
状
況
に
よ
っ
て
随
分
違
う
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

私
の
自
坊
は
静
岡
県
の
富
士
市
に
あ
り
ま
す
が
、
７
月
、
８
月
の

葬
儀
は
コ
ロ
ナ
禍
前
に
随
分
戻
っ
て
き
た
な
と
い
う
感
覚
が
あ
り
ま

す
。
会
食
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
も
多
く
集
ま
り
ま
す
し
、
皆
さ
ん

法
要
が
始
ま
っ
て
か
ら
終
わ
る
ま
で
ず
っ
と
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
お
焼

香
だ
け
し
て
帰
る
と
い
う
方
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
に
は
幾
つ
か
理
由
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す

が
、
先
ほ
ど
報
告
で
お
話
し
し
た
移
動
の
リ
ス
ク
を
考
え
る
と
、
地

域
内
で
の
移
動
に
は
そ
れ
ほ
ど
過
敏
に
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
一
方
、
地
域
を
ま
た
い
で
の
移
動
は

ま
だ
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
、

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
関
し
て
は
、

む
し
ろ
こ
れ
ま
で
ど
お
り
行
わ
れ
る
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
新
し
い
様
式
へ
の
変
化
に
つ
い
て
言
い
ま
す
と
、
大
河
内

先
生
の
発
表
の
中
で
、
ど
う
持
続
す
る
か
、
ど
の
よ
う
に
創
意
工
夫

を
積
み
上
げ
て
い
く
か
が
必
要
と
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。
何
か
事
が

起
き
た
と
き
に
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
ど
の
よ
う

な
形
で
続
け
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
変
わ
る
部
分
は
お
そ

ら
く
伝
え
方
や
ツ
ー
ル
の
部
分
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
本
質
的
な
と

こ
ろ
は
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
い
う

形
で
伝
え
る
か
、
届
け
る
か
、
こ
こ
は
変
化
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
状
況
に
応
じ
て
対
応
し
た
り
し
て
い
か
な
く
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

森
田
先
生
の
報
告
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
コ
ロ
ナ
以
外
で
も
同
じ
よ

う
な
感
染
症
が
起
き
た
り
、
あ
る
い
は
こ
の
先
災
害
が
起
き
た
り
し

た
と
き
、
そ
う
い
っ
た
状
況
で
、「
全
く
想
定
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
」、「
で
き
ま
せ
ん
」
と
い
う
よ
り
は
、「
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
た
ら
こ
う
し
よ
う
」
と
か
、「
あ
あ
し
よ
う
」
と
い
う
よ
う
に

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
お
く
べ
き
で
あ
り
、
今
が
ま
さ
に
そ
れ

を
考
え
る
機
会
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

【
今
岡
】　　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

大
河
内
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
。
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【
大
河
内
】　　

今
、
社
会
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
動
き
出
し
た
か
と
い

う
と
、
も
っ
と
も
感
染
リ
ス
ク
の
高
い
高
齢
者
や
基
礎
疾
患
の
あ
る

方
を
守
り
な
が
ら
動
か
し
て
い
こ
う
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

対
面
が
難
し
く
な
っ
て
い
く
と
は
い
え
、
必
要
な
も
の
は
当
然
残
っ

て
い
き
ま
す
。
例
え
ば
高
齢
者
施
設
で
あ
る
と
か
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

と
か
、
訪
問
看
護
、
医
療
は
今
も
継
続
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

自
粛
あ
る
い
は
緊
急
事
態
宣
言
の
と
き
に
起
こ
っ
て
き
た
新
た
な

課
題
と
し
て
、
高
齢
者
が
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
を
自
粛
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
衰
え
る
速
度
が
ど
ん
ど
ん
早
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
フ
レ
イ
ル
」

が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
で
き
る
限
り
日
常
を
取
り
戻
し
て
い
く
こ

と
が
必
要
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
日
常
の
中
に
ウ
イ
ル
ス
の
脅
威
が

あ
る
非
常
に
難
し
い
状
況
で
私
た
ち
は
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
て
、

「
社
会
は
動
か
す
」、
そ
の
中
で
リ
ス
ク
の
あ
る
人
た
ち
を
「
ど
う
守

る
か
」
に
舵
を
切
っ
た
と
私
は
受
け
止
め
て
い
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
我
々
が
対
面
す
る
方
は
高
齢
者
が
多
く
、
そ
の
方

に
基
礎
疾
患
が
あ
る
場
合
も
多
い
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
我
々
僧
侶
が
、

高
齢
者
施
設
や
医
療
現
場
が
何
に
注
意
し
な
が
ら
持
続
し
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
か
ら
学
ぶ
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
が
、

先
ほ
ど
森
田
先
生
に
説
明
い
た
だ
い
た
よ
う
な
感
染
対
策
、
あ
る
い

は
そ
の
知
識
を
し
っ
か
り
と
持
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
れ
を
大
前
提
と
し
て
、
フ
レ
イ
ル
の
よ
う
な
高
齢
者
の
日

常
を
守
っ
て
い
く
た
め
の
他
者
と
し
て
、
我
々
僧
侶
が
月
参
り
で

あ
っ
た
り
、
法
事
で
あ
っ
た
り
、
お
葬
儀
の
場
面
で
あ
っ
た
り
と
、

信
仰
生
活
と
日
常
を
守
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
な
っ
て
い
く
。
新
し
い

宗
教
様
式
と
い
っ
て
も
、
す
べ
て
が
オ
ン
ラ
イ
ン
や
非
対
面
で
は
な

く
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
の
こ
と
を
気
を
つ
け
な
が
ら
行
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
を
丁
寧
に
つ
く
り
上
げ
て
い
く
、
発
信
し
て
い
く
こ
と
が

大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

【
今
岡
】　　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

同
じ
話
題
に
つ
い
て
、
森
田
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
先
ほ

ど
ち
ょ
っ
と
、
最
後
の
ほ
う
、
急
ぎ
の
発
表
に
な
り
ま
し
た
の
で
、

そ
こ
の
辺
に
つ
い
て
も
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
森
田
】　　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

法
式
担
当
と
し
て
、
儀
式
執
行
の
点
か
ら
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
な
か
な
か
リ
モ
ー
ト
法
要
で
は
画
面
の
向
こ
う
へ
信
仰
心

を
お
伝
え
し
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
よ
く
思
い
を
は

せ
る
ん
で
す
。
な
の
で
、
可
能
な
限
り
法
務
が
対
面
で
で
き
る
こ
と

が
一
番
理
想
で
す
け
ど
、
確
か
に
感
染
リ
ス
ク
の
あ
る
中
で
は
し
っ
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か
り
と
対
策
を
自
分
で
心
が
け
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
こ

れ
は
各
お
寺
を
守
る
者
、
住
職
の
手
腕
に
も
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま

す
。

　

た
だ
、
変
わ
る
、
変
わ
ら
な
い
で
い
う
と
、
対
面
か
ら
非
対
面
に

世
の
中
が
移
っ
て
、
大
い
に
技
術
の
革
新
で
で
き
る
と
い
う
の
も
あ

り
ま
す
が
、
月
参
り
な
ど
で
は
実
際
に
伺
わ
な
い
と
、
お
掃
除
も
ま

ま
な
ら
ず
お
仏
壇
の
荘
厳
が
乱
れ
て
い
る
様
子
が
わ
か
ら
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
お
念
仏
を
お
唱
え
で
き
な
い
と
浄
土
宗
の
お

勤
め
と
し
て
は
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
ご
自

宅
に
伺
う
に
せ
よ
、
本
堂
に
お
越
し
い
た
だ
く
に
せ
よ
、
対
面
で
き

る
よ
う
な
形
で
守
っ
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
感
じ
ま
す
。

　

な
の
で
、
で
き
る
だ
け
感
染
対
策
を
練
る
こ
と
が
肝
心
で
す
。
一

方
で
法
式
の
講
義
の
点
で
言
い
ま
す
と
、
先
ほ
ど
も
申
し
た
と
お
り

対
面
で
な
い
と
教
え
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
手
元

を
拡
大
し
て
ス
ク
リ
ー
ン
に
映
す
な
ど
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
伝
え

る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
う
ま
く
技

術
を
使
う
こ
と
も
考
え
て
い
く
こ
と
で
、
次
の
発
展
へ
続
く
と
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

【
今
岡
】　　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
や
は
り
必
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
新
し
い
技
術
を
取
り
入
れ
て
、

よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
に
は
、
ど

ん
ど
ん
導
入
し
て
い
く
と
よ
い
と
、
こ
の
よ
う
な
意
見
で
あ
っ
た
か

と
お
も
い
ま
す
。

　

で
は
次
に
戸
松
先
生
に
、
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
今
後
の

可
能
性
に
つ
い
て
、
特
に
都
心
の
、
東
京
の
中
心
に
あ
る
お
寺
の
住

職
と
し
て
感
じ
た
こ
と
も
含
め
て
意
見
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
戸
松
】　　

都
心
の
お
寺
の
住
職
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
コ
ロ
ナ

禍
以
前
か
ら
檀
家
さ
ん
も
い
ろ
い
ろ
考
え
を
持
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
例
え
ば
、
高
齢
化
社
会
に
な
る
と
、
90
歳
、
１
０
０
歳
を
超

え
て
亡
く
な
ら
れ
て
故
人
を
知
っ
て
い
る
方
が
あ
ま
り
い
な
く
な
る
、

さ
ら
に
喪
主
や
そ
の
家
族
も
高
齢
で
、
そ
う
な
る
と
大
勢
の
人
が
集

ま
っ
て
弔
う
葬
儀
の
社
会
的
意
味
や
役
割
を
薄
く
感
じ
る
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
が
か
な
り
前
か
ら
起
き
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

私
は
コ
ロ
ナ
禍
が
な
く
て
も
、
こ
れ
は
か
な
り
の
ス
ピ
ー
ド
で
進

行
し
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
、
あ

る
意
味
で
印
籠
、
正
当
性
を
も
っ
て
加
速
度
的
に
進
む
こ
と
は
考
え

ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
当
山
で
も
コ
ロ
ナ
禍

で
不
安
だ
か
ら
来
ら
れ
な
い
方
、
ま
た
入
院
や
施
設
に
入
ら
れ
て
し
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ば
ら
く
い
ら
っ
し
ゃ
れ
な
か
っ
た
方
た
ち
に
対
し
て
リ
モ
ー
ト
で
法

要
を
い
た
し
ま
し
た

。
　

そ
れ
が
非
常
に
好
評
で
、
家
に
い
て
も
お
寺
で
お
経
を
あ
げ
て
も

ら
っ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
す
。
当
山

で
は
お
経
本
を
お
檀
家
に
配
っ
て
い
ま
し
て
、
自
宅
で
仏
壇
に
タ
ブ

レ
ッ
ト
を
置
い
て
、
本
堂
が
映
っ
て
、
お
経
の
声
が
聞
こ
え
て
、
こ

ち
ら
も
自
宅
か
ら
の
お
檀
家
さ
ん
の
お
経
の
声
が
聞
こ
え
ま
す
か
ら
、

非
常
に
一
体
感
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
過
度
に
進
め
て

い
く
と
、「
わ
ざ
わ
ざ
お
寺
に
行
か
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
こ
と
に
は
も
ち
ろ
ん
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
都
心
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
基
本
的

に
は
対
面
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
重
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
れ
は
私
た
ち
僧
侶
や
宗
教
界
が
対
面
で
あ
る
べ
き
意
図

を
し
っ
か
り
と
表
明
し
て
働
き
か
け
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
な
か
で
も
「
対
面
で
あ
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
意
見
も
出
て
き
ま
す
。
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
意
見
が
出
る

の
は
な
ぜ
な
の
か
と
総
括
を
し
な
が
ら
、
変
え
る
べ
き
こ
と
は
変
え

る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

【
今
岡
】　　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
大
谷
先
生
の
第
二
の
論
点
で
あ
る
「
死
の
タ
ブ
ー
化
・

個
人
化
」
の
問
題
に
話
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
「
死
の
タ
ブ
ー
化
」、
大
谷
先
生
の
発
言
を
借
り
れ
ば
、
い

わ
ゆ
る
病
院
死
を
は
じ
め
、
あ
る
い
は
自
宅
葬
か
ら
会
場
葬
へ
と
い

う
葬
儀
の
場
所
の
変
遷
な
ど
も
タ
ブ
ー
化
し
た
一
つ
の
要
因
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
「
死
の
個
人
化
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

核
家
族
化
が
進
み
、
今
や
単
身
世
帯
の
割
合
が
大
変
多
く
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
も
う
個
人
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
葬
儀
の
簡
略
化
や
参
列
者

の
減
少
が
今
後
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
き
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
例
え

ば
、
こ
れ
は
社
会
に
存
在
す
る
基
本
的
な
流
れ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
へ

コ
ロ
ナ
で
急
速
に
進
行
し
た
と
先
ほ
ど
戸
松
先
生
が
述
べ
て
お
ら
れ

ま
し
た
が
、
そ
れ
が
ま
た
戻
る
の
か
、
戻
ら
な
い
の
か
。
ま
た
、
大

河
内
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
、
死
者
の
尊
厳
、
遺
族
の
尊
厳
の

「
最
後
の
番
人
」
と
い
う
こ
と
に
も
関
連
し
ま
す
の
で
、
そ
れ
が
具

体
的
に
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
に
つ
い
て
も
伺
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
質
問
も
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
儀
式
が
簡
略
化
さ
れ
た
と

し
て
も
葬
儀
で
こ
れ
は
絶
対
に
外
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
部
分
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が
あ
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
話
と
似
て
い
る
部
分
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
戸
松
先
生

か
ら
意
見
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
戸
松
】　　

誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
例
え
ば
葬
儀
に
し
て
も
、

社
葬
で
あ
っ
た
り
、
親
戚
が
集
ま
っ
て
大
勢
で
弔
っ
た
り
、
ま
た
会

葬
者
に
対
す
る
通
夜
振
る
舞
い
な
ど
、
今
ま
で
み
た
い
に
大
人
数
が

集
ま
る
と
い
う
こ
と
が
簡
素
化
し
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
決
し
て
葬
儀
だ
け
が
特
別
で
は
な
く
て
、
社
会
や
会
社
全
体
、

そ
れ
か
ら
地
域
の
会
合
の
在
り
方
、
関
係
性
、
そ
う
い
う
も
の
自
体

の
本
質
的
な
必
要
性
か
ら
簡
素
化
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
と
思
い
ま

す
し
、
何
よ
り
も
人
口
の
減
少
も
あ
り
、
そ
れ
は
不
可
能
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
な
か
、
で
は
一
体
ど
う
す
る
の
か
と
い
っ
た
と
き
に
、

私
た
ち
が
気
を
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
「
ど
こ
に
本
質
が
あ

る
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
は
、
宗
教
者
あ
る
い
は
教
団

と
し
て
、
信
仰
者
と
し
て
、
葬
儀
の
形
を
非
常
に
強
調
し
ま
す
。
し

か
し
、
本
当
に
そ
の
形
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
一
体
葬
儀
の
中

の
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
求

め
る
檀
信
徒
や
社
会
の
方
た
ち
が
、
何
を
宗
教
者
に
、
お
寺
に
求
め

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
度
総
括
し
な
い
と
い
け
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
点
に
つ
い
て
全
日
本
仏
教
会
で
は
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
を
含
め
、

お
寺
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
、
紡
い
で
い
き
た
い

か
、
お
葬
式
や
法
事
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
に
つ
い
て
一
般

調
査
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
成
果
を
十
月
ぐ
ら
い
に
公
開
で
き
る
と

思
い
ま
す
。

【
今
岡
】　　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

続
い
て
森
田
先
生
、
今
、
戸
松
先
生
が
提
言
さ
れ
た
「
葬
儀
の
本

質
」
は
一
体
何
な
の
か
、
参
考
に
な
る
よ
う
な
意
見
で
か
ま
い
ま
せ

ん
の
で
、
一
言
お
願
い
し
ま
す
。

【
森
田
】　　

本
質
的
に
は
や
は
り
自
ら
が
信
仰
心
を
持
っ
て
い
る
か

が
ま
ず
前
提
に
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
映
画
監
督
に
河
瀨
直
美
さ
ん

と
い
う
方
が
い
ま
し
て
、
信
仰
や
タ
ブ
ー
に
も
挑
戦
し
た
よ
う
な
映

像
を
撮
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
神
道
的
な
面
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
の

よ
う
な
シ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
作
品
で
は
い
つ
も
信
仰
心
を
試
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

葬
儀
の
中
で
略
せ
な
い
も
の
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
儀
式
と
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し
て
略
せ
な
い
点
は
仏
弟
子
と
な
り
𫝼
遣
と
迎
接
を
願
う
為
の
剃
度

作
法
、
三
帰
三
竟
の
授
与
、
引
導
作
法
、
こ
の
辺
り
は
欠
か
せ
な
い

と
こ
ろ
で
す
。

　

先
日
、
自
坊
の
お
檀
家
の
お
ば
あ
さ
ん
が
百
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
喪
主
さ
ん
は
、
親
族
の
葬
儀
が
家
族
葬
で
お
参
り
に
行

け
な
か
っ
た
経
験
が
あ
り
、
非
常
に
さ
み
し
い
思
い
を
さ
れ
た
そ
う

で
す
。
ま
た
、
隣
組
を
し
っ
か
り
守
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
よ
う
な

町
内
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
お
ば
あ
さ
ん
の

葬
儀
は
お
寺
で
し
っ
か
り
と
し
た
形
で
お
勤
め
さ
れ
ま
し
た
。

　

や
は
り
自
分
で
信
仰
を
し
っ
か
り
と
持
っ
て
、
そ
れ
を
伝
え
る
こ

と
が
一
番
の
本
質
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
お
念
仏
に
ま
と

ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

【
今
岡
】　　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

で
は
、
大
河
内
先
生
、「
最
後
の
番
人
」
と
の
関
連
か
ら
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

【
大
河
内
】　　

大
谷
先
生
が
指
摘
く
だ
さ
い
ま
し
た
「
死
の
タ
ブ
ー

化
」
と
い
う
議
論
と
連
動
す
る
も
の
で
、
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
イ
チ
の

医
療
化
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
今
回
、
コ
ロ
ナ
で
亡
く
な
っ
た

方
の
葬
送
、
特
に
志
村
け
ん
さ
ん
の
場
合
の
よ
う
に
、
葬
儀
も
で
き

な
い
、
荼
毘
に
ふ
さ
れ
て
か
ら
の
葬
儀
し
か
で
き
な
い
と
い
う
よ
う

な
こ
と
を
改
め
て
現
実
に
見
た
と
き
に
、
我
々
は
無
意
識
の
う
ち
に

遺
体
処
理
の
医
療
化
も
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
す
ご
く
感

じ
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
医
療
化
と
は
、
そ
も
そ
も
本
来
は
医
療
の
問
題
で
は
な

か
っ
た
も
の
が
医
療
の
問
題
に
な
っ
て
い
く
、
す
り
替
わ
っ
て
い
く

こ
と
へ
の
批
判
で
す
。
そ
れ
は
批
判
だ
け
で
は
な
く
、
本
来
、
宗
教

的
な
儀
式
あ
る
い
は
信
仰
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
も
の
が
、
医
療

の
常
識
あ
る
い
は
法
律
に
よ
っ
て
制
限
が
加
わ
る
わ
け
で
す
。
今
回
、

コ
ロ
ナ
で
亡
く
な
っ
た
方
の
24
時
間
以
内
の
火
葬
が
可
能
と
い
う
こ

と
が
若
干
拡
大
解
釈
さ
れ
、
コ
ロ
ナ
で
亡
く
な
っ
た
ら
24
時
間
以
内

に
「
火
葬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
誤
解
が
生
ま
れ
た
と
こ

ろ
も
あ
り
ま
し
た
。

　

厚
労
省
や
経
産
省
が
出
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
あ
く
ま
で
も
手

順
に
の
っ
と
っ
て
通
常
の
儀
礼
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
す

が
、
私
が
懸
念
す
る
の
は
、
サ
ー
ビ
ス
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
葬
送
儀

礼
が
、
葬
儀
社
の
社
内
ル
ー
ル
の
中
で
、
コ
ロ
ナ
で
亡
く
な
っ
た
方

の
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
一
部
で
で
き
つ
つ
あ
る
こ
と
で
す
。
大
手
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
対
応
が
画
一
的
に
な
っ
て
い
て
、
フ
ァ
ー
ス
ト
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全収入に占める宗教活動収入割合別の寺院数 (%) 
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コ
ー
ル
で
僧
侶
、
菩
提
寺
に
電
話
が
か
か
っ
て
こ
な
い
な
ど
に
象
徴

さ
れ
る
普
段
の
我
々
の
寺
檀
関
係
の
も
ろ
さ
が
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
で

露
呈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

医
療
化
さ
れ
た
公
衆
衛
生
、
過
度
な
対
応
、
サ
ー
ビ
ス
と
な
っ
た
葬

送
儀
礼
に
よ
っ
て
、
本
来
で
き
る
べ
き
は
ず
の
こ
と
が
で
き
な
い
、

つ
ま
り
、
僧
侶
の
出
番
が
な
い
火
葬
で
あ
っ
た
り
、
そ
こ
に
立
ち
会

え
な
い
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
納
体
袋
越
し
に
し
か
遺
体
と
対
面

で
き
な
い
で
あ
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

通
常
に
、
コ
ロ
ナ
禍
以
前
に
近
づ
け
る
努
力
が
で
き
る
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
が
試
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
法
を
破
り
ま
し
ょ

う
と
か
、
ル
ー
ル
を
破
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
本
当

に
こ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
一
度
一
つ
一
つ
丁
寧
に
見

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
弁
者
と
な
っ
て
、
そ
の
声
を
上
げ

る
の
が
僧
侶
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
ま
し
て
、
死
者
の
尊
厳
、

遺
族
の
尊
厳
の
「
最
後
の
番
人
」
と
い
う
を
表
現
い
た
し
ま
し
た
。

【
今
岡
】　　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

最
後
に
浄
土
宗
で
調
査
を
し
た
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

寺
院
収
入
へ
の
影
響
」
に
つ
い
て
、
私
か
ら
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

浄
土
宗
は
正
住
寺
院
が
五
四
八
八
件
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
五
分
の

一
、
五
ヶ
寺
に
一
件
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
七
二
一
件
の
回
答
、

62
・
５
％
と
非
常
に
高
い
回
収
率
と
な
り
ま
し
た
。『
浄
土
宗
宗
報
』

令
和
二
年
九
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

調
査
対
象
の
寺
院
の
宗
教
活
動
に
よ
る
収
入
と
そ
の
他
の
収
入

の
割
合
を
見
て
み
る
と
、
九
割
以
上
が
宗
教
活
動
に
よ
る
収
入
で
あ

る
お
寺
が
80
％
以
上
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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全収入に占める宗教活動収入割合別の寺院数 (%) 

74.1%

10.5%
3.9% 2.2% 2.1% 2.5% 1.1% 0.6% 1.7% 1.4%
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20%

30%

40%

50%

60%

70%
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                                     寺院総数721 

 

　

そ
の
宗
教
活
動
の
収
入
に
つ
い
て
、
三
月
か
ら
六
月
の
期
間
で
見

ま
す
と
、
寺
院
収
入
、
宗
教
活
動
に
つ
い
て
、
収
入
が
減
っ
た
と
い

う
と
こ
ろ
が
六
〇
四
件
、
83
・
８
％
で
最
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
減
っ
た
と
い
う
六
〇
四
件
に
つ
い
て
、
減
っ
た
割
合
を
伺
い
全

体
を
平
均
し
ま
す
と
収
入
は
お
よ
そ
36
％
減
で
あ
る
と
い
う
数
字
に

な
り
ま
す
。増えた

0.7%
同じ
14.4%

減った
83.8%

無回答
1.1%

前年同期間と比べた３～６月の寺院収入（２）収益事業収入  

増えた
0.6%

同じ
76.8%

減った
22.0%

無回答
0.6%

前年同期間と比べた３～６月の寺院収入（１）宗教活動収入
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直近の主要法要の実施状況
【定期法要】 回答 件数 割合 【棚経】 回答 件数 割合

通常通り 88 12.2% 通常通り 355 49.2%
形式変更 452 62.7% 形式変更 174 24.1%
見合わせ 139 19.3% 見合わせ 91 12.6%
行っていない 60 8.3% 行っていない 88 12.2%
無回答 6 0.8% 無回答 23 3.2%

【法事】 回答 件数 割合 【葬儀式】 回答 件数 割合
通常通り 264 36.6% 変化なし 40 5.5%
形式変更 333 46.2% 参列減 255 35.4%
見合わせ 121 16.8% 簡略化 51 7.1%
行っていない 20 2.8% 参列減かつ簡略化 353 49.0%
無回答 14 1.9% 無回答 24 3.3%

　

そ
れ
に
比
べ
て
、
収
益
事
業
の
収
入
に
つ
い
て
は
、
同
じ
だ
っ
た

と
い
う
の
が
76
・
８
％
で
、
減
少
し
た
と
い
う
の
は
22
％
で
、
か
な

り
状
況
が
違
う
よ
う
で
す
。

増えた
0.7%

同じ
14.4%

減った
83.8%

無回答
1.1%

前年同期間と比べた３～６月の寺院収入（２）収益事業収入  

増えた
0.6%

同じ
76.8%

減った
22.0%

無回答
0.6%

前年同期間と比べた３～６月の寺院収入（１）宗教活動収入

　

宗
教
活
動
の
収
入
は
大
き
く
減
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
収
益
事
業

に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
の
減
少
は
な
い
。
減
少
が
あ
っ
て
も
三
割
ぐ

ら
い
で
あ
る
と
い
う
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
で
寺
院
収
入

の
大
体
の
こ
と
が
わ
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

あ
と
、
主
要
な
法
要
に
つ
い
て
は
、
お
彼
岸
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
定

期
法
要
は
「
形
式
変
更
」、
要
す
る
に
随
喜
の
僧
侶
を
呼
ば
ず
、
自

分
の
寺
院
だ
け
の
僧
侶
で
勤
め
る
と
い
う
形
が
多
く
行
わ
れ
て
い
て
、

「
通
常
通
り
」
は
約
一
割
で
す
。
年
忌
法
要
な
ど
の
法
事
に
つ
い
て

は
「
通
常
通
り
」
が
約
四
割
で
す
が
、
多
少
、
規
模
の
変
更
が
あ
る
。

棚
経
は
約
五
割
が
通
常
通
り
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。
一
方
、
葬

儀
式
に
つ
い
て
は
、「
参
列
減
」、「
簡
略
化
」、「
参
列
減
か
つ
簡
略

化
」
を
合
わ
せ
る
と
90
％
以
上
に
な
り
、
要
す
る
に
葬
儀
は
ほ
と
ん

ど
形
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
ま
す
。
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直近の主要法要の実施状況
【定期法要】 回答 件数 割合 【棚経】 回答 件数 割合

通常通り 88 12.2% 通常通り 355 49.2%
形式変更 452 62.7% 形式変更 174 24.1%
見合わせ 139 19.3% 見合わせ 91 12.6%
行っていない 60 8.3% 行っていない 88 12.2%
無回答 6 0.8% 無回答 23 3.2%

【法事】 回答 件数 割合 【葬儀式】 回答 件数 割合
通常通り 264 36.6% 変化なし 40 5.5%
形式変更 333 46.2% 参列減 255 35.4%
見合わせ 121 16.8% 簡略化 51 7.1%
行っていない 20 2.8% 参列減かつ簡略化 353 49.0%
無回答 14 1.9% 無回答 24 3.3%

　
「
法
要
等
が
今
後
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
と
思
う
か
」
と
い
う
問

い
に
対
し
て
、
定
期
法
要
に
つ
い
て
は
、「
元
に
戻
る
」
が
40
・

２
％
、「
分
か
ら
な
い
」
が
41
・
７
％
、「
戻
ら
な
い
」
と
す
る
の
は

15
％
で
し
た
。
法
事
に
つ
い
て
は
約
２
割
が
「
戻
ら
な
い
」
と
の
回

答
で
し
た
。
棚
経
に
つ
い
て
は
「
戻
ら
な
い
」
が
一
割
で
す
が
、
葬

儀
式
に
つ
い
て
は
「
戻
ら
な
い
」
が
約
三
割
あ
り
ま
す
。
か
な
り
重

大
な
変
化
で
あ
る
と
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
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新型コロナウイルスに関する檀信徒の反応

【法要の中止・延期】 【不安などの悩み相談】
回答 件数 割合 回答 件数 割合

特にない 87 12.1% 特にない 292 40.5%
少しある 417 57.8% 少しある 354 49.1%
多い 211 29.3% 多い 66 9.2%
無回答 6 0.8% 無回答 9 1.2%
合計 721 100.0% 合計 721 100.0%

【法要の規模や場所の変更】 【新型コロナウイルスで亡くなった場合の相談】
回答 件数 割合 回答 件数 割合

特にない 104 14.4% 特にない 628 87.1%
少しある 357 49.5% 少しある 71 9.8%
多い 250 34.7% 多い 9 1.2%
無回答 10 1.4% 無回答 13 1.8%
合計 721 100.0% 合計 721 100.0%

主要法要の今後の変化
【定期法要】 回答 件数 割合 【棚経】 回答 件数 割合

元に戻る 290 40.2% 元に戻る 328 45.5%
戻らない 108 15.0% 戻らない 76 10.5%
わからない 301 41.7% わからない 237 32.9%
行っていない 14 1.9% 行っていない 64 8.9%
無回答 8 1.1% 無回答 16 2.2%

【法事】 回答 件数 割合 【葬儀式】 回答 件数 割合
元に戻る 284 39.4% 元に戻る 161 22.3%
戻らない 158 21.9% 戻らない 235 32.6%
わからない 267 37.0% わからない 309 42.9%
行っていない 4 0.6% 行っていない 9 1.2%
無回答 8 1.1% 無回答 8 1.1%

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
に
対
す
る
檀
信
徒
の
反
応
に
つ
い
て
も
伺
い

ま
し
た
。
定
期
法
要
を
延
期
、
中
止
し
た
反
応
が
、「
少
し
あ
る
」

が
約
六
割
で
す
が
、「
多
い
」
と
い
う
回
答
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り

ま
せ
ん
。
法
要
の
規
模
や
場
所
の
変
更
に
つ
い
て
の
反
応
も
、「
少

し
あ
る
」
が
主
流
で
す
。
そ
の
不
安
、
悩
み
な
ど
も
、「
少
し
あ
る
」

が
主
流
で
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
で
亡
く
な
っ
た
場
合
の
相
談

に
つ
い
て
は
、「
特
に
な
い
」
が
約
九
割
で
、
こ
れ
は
自
坊
の
檀
信

徒
が
コ
ロ
ナ
で
亡
く
な
っ
た
ケ
ー
ス
が
ま
だ
少
な
い
と
い
う
こ
と
が

言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
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新型コロナウイルスに関する檀信徒の反応

【法要の中止・延期】 【不安などの悩み相談】
回答 件数 割合 回答 件数 割合

特にない 87 12.1% 特にない 292 40.5%
少しある 417 57.8% 少しある 354 49.1%
多い 211 29.3% 多い 66 9.2%
無回答 6 0.8% 無回答 9 1.2%
合計 721 100.0% 合計 721 100.0%

【法要の規模や場所の変更】 【新型コロナウイルスで亡くなった場合の相談】
回答 件数 割合 回答 件数 割合

特にない 104 14.4% 特にない 628 87.1%
少しある 357 49.5% 少しある 71 9.8%
多い 250 34.7% 多い 9 1.2%
無回答 10 1.4% 無回答 13 1.8%
合計 721 100.0% 合計 721 100.0%

　

さ
ら
に
感
染
症
対
策
と
し
て
実
施
し
て
い
る
こ
と
を
聞
い
た
と
こ

ろ
、「
席
の
間
隔
を
空
け
る
」
が
も
っ
と
も
多
く
、「
小
ま
め
な
換

気
」、「
消
毒
液
の
設
置
」「
参
列
者
に
マ
ス
ク
着
用
の
勧
奨
」
と
こ

の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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回答 件数 割合
こまめな換気 594 82.4%
席の間隔をあける 646 89.6%
消毒液の設置 575 79.8%
マスクや消毒液の備蓄 419 58.1%
パーテーション 44 6.1%
共用部や物品の消毒 239 33.1%
法要時にマスク着用 362 50.2%
参列者にマスク着用の勧奨 436 60.5%
法要の時間短縮 230 31.9%
法要の場所変更 109 15.1%
オンライン法要（法話） 23 3.2%
オンライン決済 6 0.8%
法要の中止または延期の提案 190 26.4%
無参列法要 194 26.9%
疫病退散祈願や御札等の配布 53 7.4%
特に何もしていない 24 3.3%
無回答 2 0.3%

回答 件数 割合
こまめな換気
席の間隔をあける
消毒液の設置
マスクや消毒液の備蓄
パーテーション
共用部や物品の消毒
法要時にマスク着用
参列者にマスク着用の勧奨
法要の時間短縮
法要の場所変更
オンライン法要（法話）
オンライン決済
法要の中止または延期の提案
無参列法要
疫病退散祈願や御札等の配布
特に何もしていない
無回答

82.4%
89.6%

79.8%
58.1%

6.1%
33.1%

50.2%
60.5%

31.9%
15.1%

3.2%
0.8%

26.4%
26.9%

7.4%
3.3%

0.3%

　

髙
瀨
先
生
の
調
査
報
告
か
ら
地
域
別
で
相
当
違
い
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
浄
土
宗
で
行
っ
た
調
査
に
つ
い

て
も
、
地
域
あ
る
い
は
首
都
圏
と
関
西
な
ど
、
地
域
特
性
に
よ
っ
て

分
け
て
、
実
際
ど
の
ぐ
ら
い
違
う
の
か
、
現
在
、
集
計
作
業
を
し
て

い
ま
す
の
で
、
こ
れ
が
分
析
さ
れ
ま
し
た
ら
、
ま
た
報
告
す
る
予
定

で
す
。

　

こ
の
結
果
を
見
ま
す
と
、
今
回
の
パ
ネ
ル
発
表
の
内
容
と
大
き
く

外
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
現
在
直
面
し
て
い
る
こ

の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
、
本
当
に
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
で
突
き
進
ん
で

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
信
仰
的
な
心
を
失
わ
な
い

よ
う
に
、
我
々
に
通
常
よ
り
も
努
力
す
る
方
向
性
が
あ
る
と
よ
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
、
こ
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
終
了
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
東
海
林
】　　

今
岡
先
生
、
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
の
お
勤
め
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
最
後
に
今
回
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
ウ
ィ
ズ

コ
ロ
ナ
時
代
に
寺
院
は
ど
う
向
き
合
う
の
か
」
の
総
括
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

髙
瀨
先
生
か
ら
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
調
査
を
基
に
発
表
を
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い
た
だ
き
ま
し
た
。
葬
儀
や
法
事
へ
の
参
列
者
の
減
少
や
行
事
へ
の

影
響
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
特
に
寺
院
が
檀
信
徒
と
接
す

る
場
面
が
減
少
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

　

大
河
内
先
生
か
ら
は
、
僧
侶
は
「
死
」
に
対
す
る
「
最
後
の
番

人
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
安
心
、
安
全
の
た
め
に
こ
れ
ま
で

以
上
の
き
め
細
や
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
新
た
な
ア
イ
デ
ア

の
創
出
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
森
田
先
生
か
ら
は
、
公
衆
衛
生
を
踏
ま
え
た
儀
式
執
行
と

い
う
視
点
か
ら
、
肌
感
覚
で
の
安
心
で
は
な
く
、
慌
て
ず
感
染
症
に

対
応
し
、
儀
式
を
執
行
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

戸
松
先
生
か
ら
は
、
仏
教
界
、
宗
教
界
全
体
と
し
て
、
新
し
い
生

活
様
式
で
あ
っ
て
も
、
困
っ
て
い
る
方
に
寄
り
添
う
こ
と
が
大
切
で

あ
る
こ
と
、
そ
し
て
コ
ロ
ナ
禍
を
機
に
「
違
い
を
認
め
合
う
価
値

観
」
を
創
造
し
て
い
く
、
新
し
い
関
係
性
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
を
示
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
大
谷
先
生
か
ら
は
こ
の
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
方

向
性
を
ま
と
め
て
い
た
だ
き
、
こ
れ
か
ら
新
し
い
宗
教
様
式
の
中
で

儀
式
の
執
行
、
教
化
活
動
が
進
ん
で
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
ま

た
そ
の
一
方
で
、
死
の
タ
ブ
ー
化
や
個
人
化
が
よ
り
一
層
進
む
で
あ

ろ
う
と
い
う
示
唆
が
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
今
岡
先
生
に
議
論
を
ま
と
め
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
浄

土
宗
が
行
い
ま
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
寺
院
収
入
の
影

響
に
つ
い
て
の
紹
介
と
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

厚
生
労
働
省
警
察
庁
の
集
計
に
よ
り
ま
す
と
、
八
月
に
自
死
を
し

た
方
が
全
国
で
一
八
四
九
人
で
あ
り
、
去
年
よ
り
二
四
〇
人
、
１

５
・
３
％
増
え
た
と
い
う
衝
撃
的
な
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
り
ま
し
た
。
私

も
最
近
経
験
し
た
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
し
、
み
な
さ
ま
も
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

個
人
化
し
て
い
く
世
の
中
で
は
、
切
り
分
け
ら
れ
た
お
互
い
を
ど

う
支
え
合
っ
て
い
く
の
か
が
課
題
と
な
り
ま
す
。
切
り
分
け
ら
れ
た

個
人
で
あ
っ
て
も
関
係
性
を
求
め
て
い
く
、
そ
れ
が
バ
ー
チ
ャ
ル
な
、

仮
想
的
な
関
係
な
の
か
、
そ
れ
と
も
リ
ア
ル
な
実
際
の
関
係
な
の
か
、

こ
れ
は
ま
だ
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
寺
院
は
支
え
合
い
に
関
わ

る
可
能
性
が
あ
る
と
、
私
は
今
回
の
議
論
を
通
じ
て
感
じ
ま
し
た
。

　

本
日
、
先
生
方
に
は
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
に
寺
院
は
ど
う
向
き

合
っ
て
い
く
か
、
そ
の
可
能
性
、
方
向
性
を
示
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
聴
講
さ
れ
た
み
な
さ
ま
も
寺
院
と
し
て
こ
の
時
代
に
向
き
合
っ

て
い
こ
う
と
い
う
お
気
持
ち
で
あ
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
て
、
本
日
の
総
括
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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矢
吹
慶
輝
の
浄
土
教
思
想
に
つ
い
て

　
　
―
総
別
二
願
論
と
指
方
立
相
―　

赤　

坂　

明　

翔

一
、
は
じ
め
に

　

矢
吹
慶
輝
（
一
八
七
九
～
一
九
三
九
、
以
下
矢
吹
）
に
つ
い
て
、

先
学
の
研
究
で
は
、
社
会
の
浄
化
に
つ
く
す
聖
道
門
的
な
立
場
を
と

っ
た
人
物
と
評
価
さ
れ）

1
（

、
と
も
す
る
と
指
方
立
相
の
浄
土
を
否
定
し

て
い
た
か
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。
矢
吹
は
第
一
回
欧
米
留
学
の
帰

国
後
す
ぐ
に
宗
教
大
学
社
会
事
業
研
究
室
を
開
設
す
る
な
ど
、
近
代

浄
土
宗
教
団
の
社
会
事
業
方
面
に
お
い
て
常
に
指
導
的
立
場
に
あ
っ

た
。
そ
ん
な
仏
教
社
会
事
業
の
先
駆
者
と
い
え
る
矢
吹
が
、
果
た
し

て
本
当
に
指
方
立
相
の
浄
土
を
否
定
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か）

2
（

。
こ
の

問
題
を
論
じ
る
こ
と
は
、
矢
吹
の
浄
土
教
思
想
の
内
実
を
明
ら
か
に

す
る
の
み
な
ら
ず
、
浄
土
宗
と
社
会
的
実
践
の
関
係
性
を
解
釈
す
る

上
で
大
切
な
視
点
に
な
る
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。
本
稿
で
は
①
特

に
浄
土
教
と
三
階
教
の
対
比
に
着
目
し
、
②
矢
吹
の
遺
稿
文
献）

3
（

を
用

い
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

二
、
一
多
問
題
と
総
願　

　

矢
吹
は
東
京
帝
国
大
学
に
て
宗
教
学
を
専
攻
し
、
明
治
四
四
年

（
一
九
一
一
）
に
は
、
阿
弥
陀
仏
信
仰
を
宗
教
史
的
観
点
よ
り
研
究

し
た
『
阿
弥
陀
仏
之
研
究
』（
初
版
・
丙
午
出
版
社
）
が
刊
行
さ
れ

た
。
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）、
学
問
の
師
で
あ
る
姉
崎
正
治
（
一

八
七
三
～
一
九
四
九
）
の
助
手
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
留
学
、
続
い
て

浄
土
宗
留
学
生
を
拝
命
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
渡
っ
た
。
矢
吹
は
こ
の

留
学
中
に
社
会
事
業
を
視
察
し
、
三
階
教
文
献
と
出
会
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
新
た
な
視
点
で
浄
土
教
を
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
）
4
（

。
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
一
月
に
帰
国
す
る
と
す
ぐ
に
「
三
階

教
の
普
法
に
就
い
て
」
を
発
表
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

哲
学
上
に
於
け
る
一
多
の
問
題
は
宗
教
上
に
は
毎
に
神
と
人
、
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仏
と
衆
生
と
の
問
題
と
な
り
救
済
論
と
し
て
は
偶
然
と
必
然
と

の
形
式
を
取
る
。
一
元
観
に
立
脚
し
て
一
心
（
主
観
的
に
見

て
）
一
法
界
（
客
観
的
に
見
て
）
一
真
如
の
随
縁
顕
現
な
り
と

し
て
如
何
に
し
て
迷
界
の
雑
多
を
説
明
し
其
解
脱
を
説
く
べ
き

か
は
古
来
幾
多
の
頭
脳
を
悩
ま
せ
り
。（
中
略
）
且
ら
く
仏
と

衆
生
と
の
関
係
に
於
て
救
済
は
如
何
に
し
て
完
成
せ
ら
れ
る
べ

き
か）

5
（

。（
以
下
、
傍
線
筆
者
）

哲
学
上
の
一
多
問
題
（
一
元
論
・
多
元
論
）
は
、
宗
教
上
で
は
神
と

人
、
仏
と
衆
生
と
の
関
係
問
題
と
な
り
、
救
済
論
で
は
偶
然
と
必
然

の
形
式
問
題
を
引
き
起
こ
す
と
指
摘
し
て
い
る
。
仏
教
に
お
け
る

「
救
済
は
如
何
に
し
て
完
成
」
す
る
か
と
い
う
命
題
を
解
く
上
で
、

避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
と
提
起
す
る
の
で
あ
る
。
救
済
を
考
え
る

上
で
、
仏
と
衆
生
と
の
関
係
を
一
元
的
に
捉
え
る
べ
き
か
、
或
い
は

多
元
的
に
捉
え
る
べ
き
か
、
矢
吹
は
こ
の
問
い
に
つ
い
て
、
大
正
七

年
（
一
九
一
八
）
に
浄
土
宗
務
所
よ
り
発
行
さ
れ
た
『
特
別
伝
道
訓

示
講
話）

6
（

』
の
中
で
、
よ
り
浄
土
教
の
立
場
に
引
き
付
け
て
論
じ
て
い

る
。
ま
ず
仏
と
衆
生
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
矢
吹
は
特
に
総

願
の
問
題
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

特
に
仏
性
論
に
立
つ
て
成
仏
を
観
ず
る
時
、
仏
今
在
ま
す
や
と

問
ふ
て
然
り
と
答
ふ
る
な
ら
ば
衆
生
無
辺
誓
願
度
の
総
願
の
完

成
か
否
か
の
問
題
を
起
出
し
、
若
し
完
成
な
り
と
せ
ば
我
も
亦

既
に
成
仏
せ
り
と
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
即
ち
前
に
証
は
度
の
完

に
よ
り
て
得
ら
れ
た
る
も
の
と
す
る
か
ら
で
あ
る
（
宗
教
無
用

論
と
な
る
）。
若
し
又
未
完
成
と
せ
ば
仏
な
き
に
帰
す
べ
し

（
撥
無
論）

7
（

）。

総
願
は
四
弘
誓
願
と
も
い
い
、
全
て
の
菩
薩
が
必
ず
起
こ
す
四
つ
の

誓
い
「
衆
生
無
辺
誓
願
度
・
煩
悩
無
辺
誓
願
断
・
法
門
無
尽
誓
願
知

（
学
）・
無
上
菩
提
誓
願
証
（
成
）」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
問

う
て
い
る
の
は
、
今
現
在
に
お
い
て
仏
が
存
在
し
て
い
る
と
し
た
場

合
（
一
元
論
）、
総
願
が
完
成
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
な
事
実
で
あ

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
仏
性
を
有
す
る
全
て
の
衆
生
が
成
仏

し
て
い
な
い
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
加
え
て
言
え
ば
、
も
し
衆

生
の
内
一
人
で
も
成
仏
し
て
総
願
が
完
成
し
た
と
す
れ
ば
、
全
て
の

衆
生
が
仏
と
同
一
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
宗
教
的
努
力
は
起
こ
ら
ず

宗
教
無
用
論
に
な
る
。
だ
が
反
対
に
も
し
総
願
が
未
完
成
と
す
れ
ば
、

仏
の
存
在
（
成
仏
）
を
否
定
し
た
撥
無
論
に
な
る
。
こ
れ
が
矢
吹
の

指
摘
す
る
総
願
の
矛
盾
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
哲
学
上
の
一
多
問
題
か
ら
、
仏
教
に
お
い
て
仏
と
衆

生
を
一
元
的
に
捉
え
た
場
合
、
特
に
仏
性
論
を
背
景
と
す
る
総
願
の

矛
盾
が
発
生
し
、
こ
こ
か
ら
矢
吹
は
「
一
多
相
即
平
等
即
差
別
に
は
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同
一
原
理
矛
盾
原
理
を
犯
す
が
如
き
観
あ
る
は
、
固
よ
り
免
れ
ざ
る

所
に
し
て
一
切
皆
成
か
否
か
の
問
題
は
今
や
偶
成
か
必
成
か
の
論
争

に
転）

8
（

」
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
仏
教
に
お
け
る
救
済

は
偶
然
に
起
こ
る
も
の
か
、
必
然
に
起
こ
る
も
の
か
、
と
い
う
問
い

へ
の
転
換
で
あ
る
。

三
、
偶
然
と
必
然

　

仏
教
の
救
済
論
に
お
け
る
必
然
と
偶
然
に
つ
い
て
『
特
別
伝
道
訓

示
講
話
』
を
含
め
、
著
作
の
中
で
明
確
に
言
及
さ
れ
て
い
る
部
分
を

見
い
だ
せ
な
か
っ
た
が
、
幸
い
に
も
筆
者
は
未
発
表
文
献
「
第
三
回

仏
教
講
話
原
稿）

9
（

」
の
中
に
興
味
深
い
文
章
を
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来

た
。
些
か
長
文
で
は
あ
る
が
引
用
し
た
い
。

仏
と
我
と
は
一
つ
で
あ
る
様
に
な
つ
て
来
た
。
こ
の
世
界
が
一

つ
と
見
る
と
説
明
が
出
来
ず
、
多
く
見
る
と
説
明
が
難
か
し
い
。

こ
れ
が
即
ち
大
乗
論
な
り
。
仏
の
宗
旨
の
中
に
悪
の
種
が
あ
る

と
天
台
に
て
は
説
い
て
ゐ
る
が
現
実
で
の
悪
で
は
な
い
。
君
子

は
愚
な
る
が
如
し
と
同
意
な
り
。
仏
を
我
に
持
ち
入
れ
た
。
茲

に
尊
さ
が
あ
る
。
仏
こ
そ
尊
い
も
の
で
あ
る
。
同
共
し
て
呉
れ

る
心
と
如
来
と
は
違
ふ
。
悲
し
い
と
云
ふ
種
が
あ
る
な
ら
其
処

に
仏
が
同
共
し
て
下
さ
る
。
禅
宗
は
臨
済
宗
。
曹
洞
宗
。
黄
檗

宗
と
に
分
れ
て
ゐ
る
。
信
は
浄
土
宗
。
真
宗
。
天
台
宗
と
に
分

れ
て
ゐ
る
。
密
は
華
厳
で
あ
る
。
禅
と
は
吾
人
が
何
か
を
探
ぐ

る
、
仏
を
探
る
、
其
処
に
仏
が
居
ら
れ
る
。
吾
々
の
心
一
つ
で

仏
に
な
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
信
と
は
純
粋
な
も
の
に
な

り
度
い
の
だ
が
な
る
事
が
出
来
な
い
故
す
が
る
故
助
け
て
呉
れ

る
。
密
に
て
は
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
滅
多
大
乗
。
破
れ
円
頓
。

覚
つ
た
仏
が
な
に
し
て
い
る
か
を
探
が
せ
。
そ
の
仏
は
両
手
を

合
は
し
て
衆
生
を
救
は
ん
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
仏
は
我
れ

と
一
つ
で
あ
る
。
一
つ
で
あ
れ
ば
、
我
等
は
何
故
迷
つ
て
ゐ
る

か
？　

若
し
私
が
信
じ
た
な
ら
ば
仏
は
救
つ
て
下
さ
る
。
衆
生

無
辺
誓
願
度
。
私
が
救
わ
れ
た
も
の
と
思
ふ
な
ら
ば
仏
で
あ
る
。

若
し
救
は
れ
な
い
も
の
と
思
ふ
な
ら
ば
非
仏
説
で
あ
る
。
仏
教

で
は
こ
の
問
題
を
云
は
な
い
。
仏
に
さ
へ
な
れ
ば
仏
に
救
は
れ

る
も
の
な
り
と
云
ふ
。
仏
に
必
然
に
な
る
か
？　

偶
然
に
な
る

か
？　

必
然
な
ら
ば
独
り
で
に
な
る
な
ら
黙
つ
て
ゐ
て
も
仏
に

な
る
筈
だ
。
偶
然
で
あ
る
。
阿
弥
陀
如
来
の
如
き
、
総
べ
て
偶

然
に
仏
に
な
る
の
で
あ
る
。
必
然
で
は
な
い
。
衆
生
無
辺
誓
願

度
は
、
総
願
論
＝
偶
然
。
必
然
は
、
別
願
で
あ
る
。
大
乗
は
劇

薬
の
如
き
も
の
な
り
と
云
ふ
て
ゐ
る
。
精
進
も
同
様
な
り
と
。

仏
教
の
堕
落
し
て
来
た
の
も
、
大
乗
仏
教
の
反
面
だ
。
私
の
煩
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悩
が
取
れ
な
い
。
何
処
に
仏
が
あ
る
か
？　

総
願
論
。
別
願
論

の
如
き
は
阿
弥
陀
如
来
の
如
き
な
り
。（
中
略
）
吾
人
が
仏
と

し
て
頼
つ
て
ゐ
る
の
は
一
体
何
か
。
本
願
が
あ
れ
ば
こ
そ
で
あ

る
。
阿
弥
陀
を
見
よ
！

も
し
仏
と
我
を
一
体
と
考
え
た
場
合
、「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」
の
総

願
に
よ
る
衆
生
の
救
済
が
必
然
で
あ
れ
ば
、
独
り
で
に
全
て
の
衆
生

が
仏
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
果
た
し
て
苦
し
み
の
娑
婆
世
界
の

中
で
、
全
て
の
衆
生
が
も
う
自
分
は
救
わ
れ
た
と
思
え
る
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
あ
る
の
は
未
だ
煩
悩
に
覆
わ
れ
仏
性
を
顕
現
出
来
ず
に
い
る

凡
夫
と
い
う
現
実
だ
け
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
も
し
一
部
で
も

凡
夫
の
存
在
を
予
想
す
れ
ば
、
総
願
に
よ
る
救
済
を
必
然
と
す
る
こ

と
が
出
来
ず
、
偶
然
と
必
然
の
問
題
は
、
自
ず
か
ら
偶
然
論
に
落
ち

着
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
を
も
と
に
矢
吹
は
「
総
願
論

（
一
元
論
）
＝
偶
然
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
仏
と
衆
生

の
関
係
を
一
元
論
で
は
な
く
多
元
論
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
仏

教
に
お
け
る
救
済
は
総
願
以
外
に
別
願
が
必
要
と
な
る
と
発
想
を
転

換
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
の
別
願
に
よ
る
絶
対
的
万
民
救
済

が
根
底
に
あ
る
か
ら
こ
そ
「
別
願
論
（
多
元
論
）
＝
必
然
」
と
な
り
、

「
吾
人
が
仏
と
し
て
頼
つ
て
い
る
の
は
一
体
何
か
。
本
願
が
あ
れ
ば

こ
そ
で
あ
る
。
阿
弥
陀
を
見
よ
！
」
と
矢
吹
は
力
強
く
表
現
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
当
て
は
め
れ
ば
阿
弥
陀
仏
は
偶
然
に
仏

に
な
っ
た
と
い
う
特
異
な
表
現
と
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
本
原
稿
の
中
で
矢
吹
は
、
大
乗
仏
教
を
総
別
二
願
に
分
け
て
、

総
願
論
は
三
階
教
、
別
願
論
は
浄
土
教
に
代
表
さ
れ
る
と
明
示
し
て

い
る）

（1
（

。
こ
れ
ら
を
鑑
み
る
と
「
①
総
願
論
（
偶
然
）
―
三
階
教
（
諸

宗
を
含
む
）」「
②
別
願
論
（
必
然
）
＝
浄
土
教
」
と
い
う
特
徴
を
見

出
す
こ
と
が
出
来
る
。
次
に
三
階
教
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
。

四
、
三
階
教

　

三
階
教
は
信
行
（
五
四
〇
～
五
九
四
）
を
開
祖
と
し
て
中
国
の
隋

代
か
ら
約
四
〇
〇
年
続
い
た
中
国
仏
教
の
一
宗
派
で
あ
る
。
そ
の
教

義
は
時
・
人
・
処
を
そ
れ
ぞ
れ
三
段
階
に
分
け
、
信
行
は
自
ら
の
時

代
を
、
時
は
末
法
、
処
は
穢
土
、
人
は
邪
見
の
衆
生
と
い
う
第
三
階

と
捉
え
、
一
乗
（
第
一
階
）・
三
乗
（
第
二
階
）
の
別
仏
別
法
の
教

え
で
は
救
わ
れ
ず
、
た
だ
普
仏
普
法
（
第
三
階
）
の
教
え
だ
け
が
救

い
の
道
で
あ
る
と
説
く
。
矢
吹
は
こ
の
三
階
教
の
普
仏
普
法
と
総
願

の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

総
願
を
極
端
に
応
用
し
て
仏
に
も
法
に
も
一
切
普
を
認
め
別
仏

別
法
を
棄
て
ゝ
普
仏
普
法
を
取
り
、
一
切
衆
生
皆
如
来
蔵
仏
、

仏
性
仏
、
当
来
仏
、
仏
相
仏
と
し
て
普
仏
論
を
振
り
廻
は
し
た
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る
三
階
教
は
恰
か
も
浄
土
宗
の
正
反
対
に
進
ん
だ
も
の
と
見
る

べ
き
で
あ
る
。
対
根
起
行
即
ち
機
教
相
応
を
力
説
し
自
ら
は
破

壊
有
空
見
認
悪
の
反
省
よ
り
出
達
せ
る
点
頗
る
浄
土
教
に
似
た

る
が
総
願
に
固
執
し
た
為
に
信
仰
の
帰
托
に
迷
ふ
こ
と
に
な
っ
た）

（（
（

。

　

三
階
教
は
『
涅
槃
経
』
の
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
等
を
論
理
的

根
拠
に
し
て
、
一
切
衆
生
は
如
来
蔵
や
仏
性
を
内
在
し
た
仏
で
あ
る

か
ら
如
来
蔵
仏
・
仏
性
仏
、
修
行
に
よ
り
将
来
仏
と
な
る
か
ら
当
来

仏
、
衆
生
を
仏
と
し
て
想
い
敬
う
か
ら
仏
想
仏
で
あ
る
と
し
、
既
成

仏
以
外
に
未
成
仏
も
そ
の
仏
陀
観
に
取
り
入
れ
、
衆
生
は
皆
悉
く
仏

で
あ
る
と
い
う
普
仏
思
想
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
他
に
も
仏
教
以
外

の
諸
宗
教
の
神
々
も
ま
た
邪
魔
仏
と
し
、
尚
且
つ
特
定
の
仏
教
経
典

（
他
宗
教
の
聖
典
を
除
く
）
に
依
ら
な
い
普
法
も
認
め
て
い
る
。
そ

も
そ
も
第
一
階
・
第
二
階
の
衆
生
は
正
見
で
あ
る
た
め
別
仏
別
法
の

教
え
で
も
他
の
仏
や
経
典
に
偏
見
を
持
つ
こ
と
は
無
い
が
、
第
三
階

の
衆
生
は
邪
見
の
た
め
一
仏
一
経
を
信
仰
す
る
と
他
仏
他
経
を
謗
る

こ
と
に
な
る
の
で
、
別
仏
別
法
で
は
な
く
普
仏
普
法
が
必
要
と
な
る

と
説
く
。
よ
っ
て
偏
に
阿
弥
陀
仏
の
み
に
帰
依
す
る
単
直
仰
信
の
浄

土
教
と
異
な
り
、
三
階
教
は
極
端
な
汎
神
論
（
一
元
論
）
に
立
つ
こ

と
か
ら
、
矢
吹
は
「
総
願
に
固
執
し
た
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
普
法
普
仏
の
思
想
に
つ
い
て
矢
吹
は
「
一
多
偶
然
必
然
問
題

は
再
び
三
階
教
普
仏
思
想
の
中
心
論
題）

（1
（

」
に
転
じ
る
と
指
摘
す
る
。

矢
吹
は
普
法
普
仏
に
基
づ
い
て
全
て
の
衆
生
が
仏
た
り
得
て
も
「
思

想
上
、
皆
成
は
必
然
な
り
と
し
て
其
の
実
現
に
は
偶
然
を
免
れ
ず）

（1
（

」

と
い
い
、
や
は
り
凡
夫
の
存
在
を
否
定
で
き
ず
三
階
教
の
救
済
は
偶

然
論
を
出
な
い
と
捉
え
て
い
る
。
さ
ら
に
三
階
教
徒
は
全
て
の
衆
生

が
仏
で
あ
る
以
上
、
一
切
の
差
別
を
認
め
ず
に
衆
生
を
普
敬
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
も
そ
も
三
階
教
徒
自
身
が
仏
で
あ
る
な
ら
、

仏
が
仏
に
敬
す
る
こ
と
に
宗
教
的
価
値
は
な
く
無
用
論
と
な
る
と
指

摘
す
る）

（1
（

。
信
行
は
こ
の
矛
盾
に
対
応
す
る
た
め
三
階
教
徒
に
対
し
て
、

他
人
を
仏
と
し
て
敬
し
な
が
ら
自
分
自
身
だ
け
は
罪
悪
に
満
ち
た
劣

機
と
す
る
認
悪
を
説
き
、
善
根
功
徳
の
実
践
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
矢
吹
は
数
多
く
の
問
題）

（1
（

が
残
る
も
の
の
「
仏
凡
一
如

の
一
と
、
自
己
認
悪
の
多
と
の
相
関
論
に
一
解
釈
を
試
み
た
も
の
で

あ
り
、
解
脱
即
ち
救
ひ
の
問
題
に
対
し
、
偶
成
と
必
成
と
の
両
種
の

問
題
に
一
つ
の
答
案
を
提
出
し
た）

（1
（

」
と
解
決
へ
の
努
力
を
評
価
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

五
、
総
別
二
願
論
と
指
方
立
相

　

こ
れ
ま
で
哲
学
上
の
一
多
問
題
か
ら
始
ま
り
、
仏
と
衆
生
と
の
関

係
を
一
元
論
に
捉
え
た
場
合
、
総
願
の
矛
盾
が
発
生
す
る
こ
と
か
ら
、
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仏
教
に
お
け
る
救
済
論
は
「
総
願
論
＝
偶
然
」「
別
願
論
＝
必
然
」

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
矢
吹
の
理
論
を
述
べ
て
き
た
。

矢
吹
は
こ
の
理
論
の
も
と
、
最
終
的
に
凡
夫
の
自
覚
が
あ
る
か
ぎ
り

全
て
の
衆
生
の
救
済
に
は
阿
弥
陀
仏
の
別
願
が
必
要
に
な
る
、
と
結

論
付
け
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
指
方
立
相
に
つ
い
て
、

生
死
即
涅
槃
を
体
達
す
る
を
得
な
い
で
生
死
は
出
離
す
べ
き
も

の
と
な
す
も
の
に
あ
り
て
は
別
願
値
遇
が
殊
別
の
特
典
に
し
て
、

凡
夫
の
別
願
値
遇
に
は
指
方
立
相
が
当
然
で
あ
る
。
此
意
義
よ

り
差
別
観
に
立
た
ざ
れ
ば
宗
教
は
成
立
せ
ず
と
な
す
も
の
で
、

古
来
の
大
徳
は
実
修
上
に
は
必
ず
差
別
観
よ
り
出
発
せ
る
も
の

で
あ
る
。（
中
略
）
選
択
集
第
一
章
段
が
真
如
仏
性
を
基
礎
と
す

る
諸
説
に
対
し
て
捨
閉
擱
抛
を
主
張
せ
る
所
以
で
あ
る）

（1
（

。　

と
述
べ
て
、
現
世
で
悟
る
こ
と
が
出
来
な
い
凡
夫
の
出
離
生
死
の
道

に
は
、
仏
凡
の
差
別
観
に
立
っ
た
指
方
立
相
の
浄
土
が
必
要
に
な
る

と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
矢
吹
は
「
阿
弥
陀
仏
と

凡
夫
」「
娑
婆
と
浄
土
」
を
一
元
論
的
に
捉
え
る
「
己
心
弥
陀
・
唯

心
浄
土
」
や
本
覚
思
想
等
を
否
定
し
、
指
方
立
相
の
浄
土
の
必
要
性

を
説
い
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
法
然
上
人
が
『
選

択
集
』
第
一
章
段
に
お
い
て
道
綽
の
教
判
論
「
聖
浄
二
門
判
」
を
主

張
し
た
の
は
、
仏
凡
差
別
の
立
場
に
よ
る
も
の
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
我
々
は
迷
え
る
凡
夫
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
矢
吹
の
「
已
に

仏
な
ら
ば
仏
に
依
る
必
要
が
な
い
、
迷
ふ
て
居
る
故
に
仏
に
依
る
必

要
が
あ
る
の
で
、
茲
に
浄
土
教
が
起
っ
て
来
る
理
由
が
あ
る）

（1
（

」

「
我
々
の
中
に
迷
を
持
た
な
い
者
な
し
。
し
か
ら
ば
迷
へ
る
者
の
上

に
は
指
方
立
相
を
要
し
、
故
に
指
方
立
相
に
非
ず
ん
ば
宗
教
が
成
り

立
た
な
い）

（1
（

」
と
の
言
葉
に
、
浄
土
教
の
救
済
の
本
質
を
み
る
こ
と
が

出
来
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
矢
吹
は
総
別
二
願
に
つ
い
て
「
総
願
は
理
に
勝
ち
、
別
願

は
力
に
勝
つ）

11
（

」
と
述
べ
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
総
願
は
理
想
的
・
理

論
的
な
「
理
に
勝
」
つ
も
の
で
あ
る
が
、
現
実
と
し
て
は
阿
弥
陀
仏

の
別
願
こ
そ
が
絶
対
的
な
救
済
力
を
持
っ
た
「
力
に
勝
つ
」
も
の
と

強
調
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
矢
吹
の
浄
土
教
思
想
の
特
徴
が
よ
く

表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
矢
吹
の
総
別
二
願
論
と
指
方

立
相
を
め
ぐ
る
構
図
を
【
図
１
】
と
し
て
図
式
化
し
た
。

六
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
矢
吹
の
浄
土
教
思
想
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、

こ
こ
で
若
干
の
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。
矢
吹
は
仏
教
の
救
済
に

つ
い
て
哲
学
的
視
点
か
ら
偶
然
必
然
論
を
用
い
て
、「
総
願
論
＝
偶

然
」
と
定
義
し
た
が
、
浄
土
宗
で
は
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
罪
悪
生
死
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の
凡
夫
で
あ
り
、
娑
婆
世
界
で
は
自
力
で
悟
る
こ
と
が
出
来
な
い
と

説
く
。
即
ち
善
導
教
学
と
三
階
教
に
造
詣
の
深
か
っ
た
椎
尾
辨
匡

（
一
八
七
六
～
一
九
七
一
）
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
総
願
の
平
等
、

宇
宙
の
平
等
な
ど
の
思
想
を
以
て
し
て
は
い
つ
ま
で
も
空
虚
で
あ
る
、

（
中
略
）
総
願
平
等
に
偏
し
て
成
就
す
る
も
の
は
千
中
無
一
で
あ
る）

21
（

」

と
い
う
こ
と
が
、
浄
土
宗
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
次
に
浄
土

教
と
総
願
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
浄
土
宗
の
日
常
勤
行
式
で

は
総
願
偈
を
唱
え
る
が
、
総
願
の
完
成
は
こ
の
娑
婆
世
界
で
求
め
る

も
の
で
は
な
く
、「
自
他
法
界
同
利
益
・
共
生
極
楽
成
仏
道
」
の
も

と
に
、
総
願
に
伴
う
行
為
の
功
徳
も
ま
た
一
切
に
振
り
向
け
て
、
共

に
浄
土
へ
往
生
し
た
の
ち
に
、
総
願
（
仏
道
）
は
成
就
す
る
の
で
あ

る
。
往
生
後
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
で
修
行
し
成
仏
を
得
る
と
す
る
の

が
浄
土
宗
の
立
場
で
あ
る
か
ら
、
総
願
の
完
成
も
ま
た
浄
土
に
往
生

し
て
か
ら
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
矢
吹
が
指

方
立
相
の
浄
土
の
必
要
性
を
説
い
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
こ

こ
に
矢
吹
の
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
の
新
し
い
一
面
を
見
出
す
の
で
あ

る
。
し
か
し
同
時
に
矢
吹
は
ど
の
よ
う
に
教
義
・
信
仰
上
に
お
い
て

伝
統
教
学
と
社
会
的
実
践
の
調
和
を
図
っ
て
い
た
の
か
疑
問
が
残
る
。

そ
れ
は
ま
た
別
稿
に
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

1　

藤
吉
慈
海
氏
は
「
矢
吹
は
大
乗
仏
教
の
立
場
を
強
調
し
、
大
乗
精
神
を
も

っ
て
社
会
の
諸
問
題
の
解
決
に
つ
く
し
た
。
そ
の
点
、
彼
も
社
会
の
浄
化
に

つ
く
す
聖
道
門
な
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
晩
年
に
い
た
っ
て
臨
終
正
念
の

往
生
を
期
し
、
重
病
後
、（
中
略
）
阿
弥
陀
仏
の
実
在
も
浄
土
の
存
在
も
信

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」（『
花
園
大
学
研
究
紀
要
』
一
一
、
一
九
八
〇
年
、

六
四
頁
。『
現
代
の
浄
土
教
』
に
再
収
録
）
と
い
い
、
矢
吹
研
究
の
第
一
人

者
、
芹
川
博
通
氏
も
藤
吉
氏
の
意
見
を
踏
襲
し
て
い
る
（『
社
会
的
仏
教
の

研
究
―
矢
吹
慶
輝
と
そ
の
周
辺
―
』
文
化
書
院
、
一
九
八
八
年
、
参
照
）

2　

例
え
ば
矢
吹
と
同
じ
く
「
浄
土
宗
社
会
派
」
と
称
さ
れ
る
渡
辺
海
旭
（
一

八
七
二
～
一
九
三
三
）
の
指
方
立
相
の
浄
土
を
肯
定
し
た
浄
土
教
再
解
釈
に

つ
い
て
、
吉
水
岳
彦
氏
は
「
渡
辺
海
旭
の
浄
土
教
思
想
―
実
在
の
弥
陀
と
浄

化
主
義
―
」（『
浄
土
学
』
五
三
、
二
〇
一
六
年
）
で
考
察
し
て
い
る
。

3　

拙
稿
「
矢
吹
慶
輝
遺
稿
文
献
の
翻
刻
と
解
題
―
浄
土
教
思
想
の
手
掛
か
り
と

し
て
―
」（『
浄
土
学
』
五
二
、
二
〇
一
五
年
）
に
お
い
て
、
矢
吹
の
未
公
開
の

遺
稿
文
献
が
佛
教
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
、『
矢
吹
慶
輝
博
士
旧
蔵
遺
品
目

録
（
以
下
、
遺
品
目
録
）』（
佛
教
大
学
浄
土
宗
文
献
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
六

【
図
1
】　
　 〖
理
に
勝
つ
〗

①（仏
凡
一
如
）

総
願
論
＝
偶
　
然

三
階
教
・
普
仏
普
法
（
汎
神
教
的
・
千
仏
思
想
）

　
　

　
　
　

一
多
問
題
　
救
済
論
（
仏
と
衆
生
と
の
問
題
）　
　
　

　
正
反
対

　
　

　
　
　

②（仏
凡
差
別
）

別
願
論
＝
必
　
然

浄
土
教
・
凡
入
報

（
指
方
立
相
の
必
要
性
）

土
（
一
神
教
的
・
一
仏
思
想
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　「
彼
の
仏
の
願
に
順
ず
る
が
故
に
」

　
　 

　
　
〖
力
に
勝
つ
〗
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年
）
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
、
ま
た
未
発
表
原
稿
「
一
般
宗

教
に
於
け
る
浄
土
教
の
位
置
」「
現
代
宗
教
界
の
動
向
と
浄
土
教
」
の
解
題
と

翻
刻
を
行
っ
た
。
た
だ
近
年
、
佛
教
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
遺
稿
文

献
は
佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
引
き
継
が
れ
、
当
館
に
お
い
て
令

和
元
年
度
冬
期
企
画
展
「
矢
吹
慶
輝
が
遺
し
た
研
究
資
料
」
が
開
催
さ
れ
た
。

（
残
念
な
こ
と
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
開
催
期
間
が
大
幅
に

短
く
な
っ
た
た
め
、
今
後
再
び
開
催
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
）

4　

留
学
後
の
矢
吹
は
仏
教
に
対
し
「
世
界
の
文
明
の
発
現
地
は
云
ふ
迄
も
な

く
欧
米
で
あ
る
。
従
つ
て
自
分
は
仏
教
を
考
へ
る
に
於
い
て
も
西
洋
人
が
考

へ
る
よ
う
な
考
へ
方
を
も
つ
て
見
た
い
と
思
ふ
。
こ
れ
は
西
洋
に
帰
化
す
る

こ
と
で
は
な
い
。
寧
ろ
現
代
人
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
」
と
西
洋
的
視
点

を
持
っ
て
い
た
。「
現
代
思
潮
と
無
我
観
」（『
新
布
教
』
八
三
、
一
九
二
〇

年
、
四
二
頁
）

5　
「
三
階
教
の
普
法
に
就
い
て
」（『
哲
学
雑
誌
』
三
二
―
三
六
九
、
一
九
一

七
年
、
一
〇
頁
）

6　
『
特
別
伝
道
訓
示
講
話
』
は
椎
尾
辨
匡
と
の
共
著
で
、
矢
吹
は
「
現
代
思

想
と
浄
土
宗
（
其
一
）（
其
二
）」
を
担
当
し
て
い
る
。
本
書
は
大
正
七
年
三

月
に
発
布
さ
れ
た
「
要
制
五
條
」
の
解
説
書
で
あ
り
、
時
局
に
対
応
す
る
た

め
浄
土
宗
が
一
宗
を
挙
げ
て
国
民
教
化
運
動
に
乗
り
だ
し
た
特
別
時
局
伝
道

の
一
翼
を
担
っ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
時
代
背
景
を
考
慮
し
た
上
で
本
書

に
記
さ
れ
た
矢
吹
の
浄
土
教
思
想
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿

で
扱
う
総
別
二
願
論
と
指
方
立
相
に
関
す
る
記
述
は
、
ほ
ぼ
同
内
容
で
「
三

階
教
」（『
思
想
』
六
〇
、
一
九
二
六
年
、
二
七
～
三
〇
頁
。『
マ
ニ
教
と
東

洋
の
諸
宗
教
』
に
再
収
録
）
に
転
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
他
の
著
作
中
に
も

散
見
さ
れ
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
推
測
出
来
る
た
め
、
時
局
に
迎
合
す

る
形
で
書
か
れ
た
浄
土
教
思
想
で
は
な
く
、
矢
吹
が
第
一
回
欧
米
留
学
中
に

三
階
教
と
出
会
う
こ
と
で
深
め
ら
れ
た
浄
土
教
思
想
で
あ
り
、
生
涯
持
ち
続

け
た
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

7　
『
特
別
伝
道
訓
示
講
話
』
一
三
一
頁

8　
「
三
階
教
の
普
法
に
就
い
て
」
一
二
頁

9　

未
発
表
文
献
「
第
三
回
仏
教
講
話
原
稿
」（
分
類
・
社
会
事
業
関
係
、
請
求

番
号
・
四
一
〇
〇
、
以
上
『
遺
品
目
録
』
凡
例
）
は
、
矢
吹
の
第
三
回
仏
教
講

座
「
大
乗
仏
教
概
論
」
の
記
録
原
稿（
五
八
枚
）で
あ
る
。
内
容
は
大
乗
仏
教
を

三
階
教
等
に
関
連
さ
せ
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
講
演
日
は
「
講
師
文
学
博

士
矢
吹
慶
輝
」
と
あ
る
た
め
文
学
博
士
を
取
得
し
た
大
正
一
二
年（
一
九
二
三
）

以
降
と
思
わ
れ
る
。
記
録
者
と
し
て
三
浦
軒
香
の
名
前
が
あ
る
。

10　
「
第
三
回
仏
教
講
話
原
稿
」
に
「
仏
を
拝
む
時
は
権
現
の
姿
の
仏
を
拝
む

と
せ
ば
仏
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
分
ら
な
い
故
何
で
も
か
ん
で
も
拝

め
と
云
ふ
の
は
総
願
論
―
三
階
教
。
反
対
の
は
別
願
論
―
浄
土
。
大
乗
仏
教

を
こ
の
二
つ
に
分
け
る
事
が
出
来
る
」
と
あ
る
。

11　
『
特
別
伝
道
訓
示
講
話
』
一
三
〇
頁

12　
『
三
階
教
之
研
究
』（
岩
波
書
店
、
一
九
二
七
年
、
四
九
〇
頁
）

13　
『
三
階
教
之
研
究
』
四
一
六
頁

14　
『
三
階
教
之
研
究
』
四
八
九
～
四
九
〇
頁

15　
『
三
階
教
之
研
究
』
四
九
〇
～
四
九
一
頁

16　
「
三
階
教
と
日
本
仏
教
」（『
宗
教
学
論
集
』、
一
九
三
〇
年
、
八
八
三
頁
。

『
マ
ニ
教
と
東
洋
の
諸
宗
教
』
に
再
収
録
）  

17　
『
特
別
伝
道
訓
示
講
話
』
一
三
二
～
一
三
三
頁

18　
「
一
般
宗
教
に
於
け
る
浄
土
教
の
位
置
」
前
掲
拙
稿
（
註
３
）
参
照

19　
「
阿
弥
陀
仏
に
就
い
て
」（『
華
頂
』
五
二
二
、
一
九
三
五
年
、
一
二
頁
）

20　
「
三
階
教
」
三
〇
頁

21　

椎
尾
辨
匡
『
善
導
大
師
―
全
研
究
の
提
唱
―
』（
浄
土
宗
務
所
、
一
九
二

八
年
、
八
二
頁
）

附
記　

佛
教
大
学
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
様
に
は
遺
稿
文
献
の
掲
載
許
可
を

ご
快
諾
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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一
、
は
じ
め
に

　

筆
者
は
、
源
信
以
後
か
ら
法
然
へ
直
接
的
に
連
な
る
思
想
が
当
時

の
叡
山
に
存
在
し
て
い
た
の
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
研
究
を
進

め
て
い
る）

1
（

。
本
研
究
で
は
、
院
政
期
の
一
文
献
で
あ
る
『
諸
仏
菩
薩

本
誓
願
要
文
集
』（
以
下
、『
本
誓
願
要
文
集
』
と
す
る
）
を
用
い
て
、

そ
の
思
想
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い）

2
（

。

二
、『
諸
仏
菩
薩
本
誓
願
要
文
集
』
の
概
要

本
書
は
、
縦
二
七
・
九
糎
、
横
五
六
・
九
糎
の
和
紙
十
五
枚
を

は
り
つ
な
い
で
巻
子
本
と
し
た
も
の
で
、
表
装
な
ど
は
さ
れ
て
い
な

い
。
本
書
の
撰
述
年
時
に
つ
い
て
は
、
巻
末
に
「
嘉
承
三
年
三
月
上

旬
比
撰
㆑
之
。
依
㆑
有
㆓
貴
人
御
語
㆒
抄
而
已
）
3
（

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

十
二
世
紀
初
頭
の
嘉
祥
三
年
（
一
一
〇
八
年
）
と
推
定
さ
れ
る
。
ま

た
、
本
書
の
裏
の
端
書
に
は
「
本
誓
願
要
文
集
」
の
外
題
と
「
俊

源
」
な
る
署
名
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
の
筆
者
は
「
俊
源
」

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
俊
源
」
に
つ
い
て
は
、
先
学
の
指
摘
に
あ

る
よ
う
に
久
安
二
年
（
一
一
四
六
年
）
の
『
青
蓮
房
大
僧
正
受
授
御

印
信
』
に

日
本
国
近
江
州
比
叡
山
金
剛
界
大
曼
荼
羅
所
云
々
付
属
内
供
奉

十
禅
師
阿
闍
梨　

俊
源
云
々

久
安
二
年
十
月
一
日
、
灌
頂
阿
闍
梨
座
主
法
務
大
僧
正
法
印
大

和
尚
位　

行
玄
示

と
記
載
さ
れ
る
「
内
供
奉
十
禅
師
阿
闍
梨
俊
源
」
を
も
っ
て
、
そ
の

ま
ま
本
書
の
筆
者
と
見
做
す
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う）

4
（

。
青
蓮
房
開
基

行
玄
の
周
辺
の
一
人
物
で
あ
る
内
供
奉
十
禅
師
の
俊
源
（
推
定
一
一

三
五
～
一
一
五
一
年
ご
ろ
の
人
物
）
が
本
書
の
筆
者
で
あ
る
こ
と
は
、

本
書
の
由
来
か
ら
考
え
て
も
自
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
断
定
で
き

『
諸
仏
菩
薩
本
誓
願
要
文
集
』
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
の
説
示　

　
　
―
五
逆
罪
の
衆
生
の
救
済
を
中
心
に
―

小
笠
原　

紀　

彰
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な
い
も
の
の
、
一
応
「
内
供
奉
十
禅
師
阿
闍
梨
俊
源
」
を
本
書
の
筆

者
と
見
做
し
て
お
き
た
い
。　　

　

本
書
の
主
要
部
分
で
あ
る
本
文
は
、
大
日
・
弥
陀
・
釈
迦
の
三
仏

と
弥
勒
・
文
殊
・
観
音
・
虚
空
蔵
・
地
蔵
の
五
菩
薩
と
不
動
・
毗
沙

門
を
加
え
た
諸
仏
菩
薩
の
本
誓
願
の
要
文
を
列
挙
し
た
も
の
で
、
そ

の
総
数
は
七
十
七
文
に
及
ん
で
い
る
。
整
理
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の

通
り
で
あ
る
。

第
一
、
大
日
尊　
　
　

 

七
文　

第
二
、
阿
弥
陀
如
来　

 

二
十
一
文

第
三
、
釈
迦
如
来　
　

 

八
文　

第
四
、
弥
勒
菩
薩　
　

 

　

四
文

第
五
、
文
殊
師
利
菩
薩 

六
文　

第
六
、
観
世
音
菩
薩　

 

　

七
文

第
七
、
虚
空
蔵
菩
薩　

 

八
文　

第
八
、
地
蔵
菩
薩　
　

 

　

三
文

第
九
、
不
動
明
王　
　

 

六
文　

第
十
、
毗
沙
門
轉
王　

 

　

八
文

　

ほ
と
ん
ど
の
仏
菩
薩
の
要
文
が
十
文
に
満
た
な
い
中
で
唯
一
、
阿

弥
陀
仏
の
み
二
十
一
文
も
の
要
文
が
み
ら
れ
る
と
い
う
点
は
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
本
書
が
阿
弥
陀
仏
に
高
い
関
心
を

寄
せ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
佐
藤
哲
英
氏
は
本
書
に

つ
い
て
『
往
生
要
集
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て

い
る）

5
（

。

　

阿
弥
陀
仏
の
項
目
に
お
け
る
経
論
の
引
用
順
は
、
次
の
通
り
で
あ

る
。

①
『
無
量
寿
経
』
第
十
八
願

②
『
無
量
寿
経
』
第
二
十
願

③
『
観
無
量
寿
経
』
下
品
上
生
の
説
示

④
『
観
無
量
寿
経
』
下
品
下
生
の
説
示

⑤
『
無
量
寿
経
』
願
成
就
文

⑥
智
顗
『
観
無
量
寿
仏
経
疏
』

⑦
智
顗
『
観
無
量
寿
仏
経
疏
）
6
（

』

ま
ず
『
無
量
寿
経
』
と
『
観
無
量
寿
経
』
か
ら
二
文
を
引
用
し
、

そ
の
後
に
論
疏
と
し
て
は
智
顗
の
文
献
を
数
多
く
あ
げ
、『
大
智
度

論
』
や
『
大
乗
起
信
論
』
を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
天
台
宗
の
立

場
か
ら
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

前
述
し
た
通
り
、
本
書
は
『
往
生
要
集
』
と
の
関
連
性
が
み
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
、
文
中
の
「
先
徳
」
の
一
文
は
『
阿
弥
陀
経
略
記
』
か

ら
の
引
用
文
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
、
源
信
の
影
響
を
受

け
た
文
献
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）

7
（

。

今
回
は
、
五
逆
罪
の
衆
生
の
救
済
に
関
し
て
説
か
れ
て
い
る
①

～
⑦
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

三
、
内
容
の
検
討

　

ま
ず
、『
本
誓
願
要
文
集
』
で
は
『
無
量
寿
経
』
か
ら
二
文
を
引
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用
し
て
い
る
。

①　
『
兩
卷
无
量
壽
經
』
曰
。
設
我
得
㆑
佛
、
十
方
衆
生
。
至
㆑
心
信

樂
。
欲
㆑
生
㆓
我
國
㆒。
乃
至
十
念
。
若
不
㆑
生
者
。
不
㆑
取
㆓
正

覺
㆒。
文
、（
第
十（
マ
マ
）六

願
也
）
8
（

）

②　

又
曰
。
設
我
得
㆑
佛
。
十
方
衆
生
。
聞
㆓
我
名
號
㆒。
係
㆓
念
我

國
㆒。
植
㆓
諸
德
本
㆒。
至
㆑
心
回
向
。
欲
㆑
生
㆓
我
國
㆒。
不
㆑
果
（
マ
マ
）者

不
㆑
取
㆓
正
覺
㆒。
文
、（
第
十（
マ
マ
）八
願
也
）
9
（

）

こ
こ
で
は
、
阿
弥
陀
仏
の
第
十
八
願
と
第
二
十
願
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
が
、
前
者
は
第
十
六
願
と
記
載
さ
れ
、
後
者
は
第
十
八
願
と

記
載
さ
れ
て
い
る
。
第
十
八
願
文
の
引
用
に
は
、「
唯
除
五
逆
誹
謗

正
法
」
の
語
が
無
い
こ
と
か
ら
、
撰
者
が
意
図
的
に
省
い
た
可
能
性

が
あ
る
。（
な
お
本
書
に
お
け
る
「
乃
至
十
念
」
の
解
釈
は
、
⑦
に

示
さ
れ
る
）

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
「
第
十
六
願
」「
第
十
八
願
」
と
い
う
細
注
が

あ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
そ
も
そ
も
叡
山
に
お
け
る
四
十
八
願
解
釈
は
、
良
源
『
九
品

往
生
義
）
（1
（

』
に
始
ま
り
、
静
照
『
四
十
八
願
釈
』、
真
源
『
四
十
八
願

釈
』
等
に
既
に
散
見
さ
れ
る
が
、
本
書
の
よ
う
な
願
数
の
相
違
は
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い）

（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、「
第
十
六
願
」「
第
十
八

願
」
と
い
う
細
註
が
単
な
る
誤
写
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
明
確

な
願
数
に
対
す
る
認
識
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る）

（1
（

。
四
十
八
願
に
つ
い
て
明
確
な
定
義
が
な
さ
れ
る
の
は
鎌
倉

期
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
本
書
の
細
註
は
そ
れ
以
前

の
四
十
八
願
理
解
の
状
況
を
現
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

次
に
『
本
誓
願
要
文
集
』
で
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
下
上
品
、

下
下
品
の
説
示
を
引
用
し
て
い
る
。
以
下
、
順
番
に
み
て
い
こ
う
。

③　
『
觀
无
量
壽
經
』
曰
。
佛
告
㆓
阿
難
。
及
韋
提
希
㆒。
下
品
上
生

者
。
或
有
㆓
衆
生
㆒。
作
㆓
衆
惡
業
㆒。
雖
㆑
不
㆑
誹
㆓
謗
方
等
經
典
㆒。

如
㆑
是
愚
人
。
多
造
㆓
衆
惡
㆒。
无
㆑
有
慚
愧
㆒。
命
欲
㆑
終
時
。
遇
㆓

善
知
識
㆒。
爲
㆑
讃
㆓
大
乘
十
二
部
經
。
首
題
名
字
㆒。
以
㆑
聞
㆓
如
㆑

是
諸
經
名
㆒
故
。
除
㆓
却
千
劫
。
極
重
惡
業
㆒。
智
者
復
敎
。
合

掌
叉
手
。
稱
㆓
南
无
阿
彌
陀
佛
㆒。
稱
㆓
佛
名
㆒
故
。
除
㆓
五
十
億

劫
生
死
之
罪
㆒。
尒
時
彼
佛
。
卽
遣
㆓
化
佛
。
化
觀
世
音
。
化
大

勢
至
㆒。
至
㆓
行
者
前
㆒
讃
言
。
善
男
子
。
汝
稱
㆓
佛
名
㆒
故
。
諸

罪
消
滅
。
我
来
迎
㆑
汝
。
作
㆓
是
語
㆒
巳
。
行
者
卽
見
三
化
佛
光

明
。
遍
㆓
滿
其
室
㆒。
見
巳
歡
喜
。
卽
便
命
終
。
乘
㆓
寶
蓮
華
㆒。

隨
㆓
化
佛
後
㆒。
生
㆓
寶
池
中
㆒。
經
㆓
七
七
日
㆒。
蓮
花
乃
敷
。
當
㆓

花
敷
時
㆒。
大
悲
觀
世
音
薩
。
放
㆓
大
光
明
㆒。
住
㆓
其
人
前
㆒。
爲

說
㆓
甚
深
十
二
部
經
㆒。
聞
巳
信
解
。
發
㆓
无
上
道
心
㆒。
逕
㆓
十（
マ
マ
）八

小
劫
㆒。
具
㆓
百
法
明
門
㆒。
得
㆑
入
㆓
初
地
㆒。
文
下
中
品
。
下
下
品
生
略
㆑

之
。
不
㆑
列
㆓
載
之
㆒
也
。

）
13
（
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こ
こ
に
示
さ
れ
る
下
上
品
の
者
と
は
、
大
乗
経
典
を
謗
る
と
い
っ

た
こ
と
は
無
い
が
、
様
々
な
悪
業
を
重
ね
た
者
を
指
し
て
い
る
。
そ

う
し
た
愚
人
の
命
終
時
に
、
善
知
識
が
十
二
部
経
の
「
聞
経
」
と

「
念
仏
」
を
勧
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
罪
が
除
か
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ

る
部
分
で
あ
る
。

続
け
て
『
本
誓
願
要
文
集
』
で
は
下
下
品
の
説
示
を
次
の
よ
う

に
引
用
し
て
い
る
。

④　
『
觀
无
（
マ
マ
）量
壽
經
』
云
。
佛
告
㆓
阿
難
。
及
韋
提
希
㆒。
下
品
下
生

者
。
或
有
㆓
衆
生
㆒。
作
㆓
不
善
業
㆒。
五
逆
十
悪
。
具
㆓
諸
不
善
㆒。

如
㆑
此
愚
人
。
以
㆓
惡
業
㆒
故
。
應
㆑
墮
㆓
惡
道
㆒。
經
㆓
歷
多
劫
㆒。

受
㆑
苦
无
㆑
窮
。
如
㆑
此
愚
人
。
臨
㆓
命
終
時
㆒。
遇
㆓
善
智
識
㆒。

種
々
安
慰
。
爲
說
㆓
妙
法
㆒。
敎
令
㆑
念
㆑
佛
㆒。
彼
人
苦
逼
。
不
㆑

能
㆑
念
㆑
佛
。
善
友
告
言
。
汝
若
不
能
念
者
。
應
㆑
稱
㆓
无
量
壽

佛
㆒。
如
㆑
是
至
心
。
令
㆓
聲
不
㆒㆑

絶
。
具
㆓
足
十
念
㆒。
稱
㆓
南
无

阿
彌
陀
佛
㆒。
稱
㆓
佛
名
㆒
故
。
於
㆓
念
ゝ
中
㆒。
除
㆓
八
十
億
劫
生

死
之
罪
㆒。
命
終
之
後
。
見
㆓
金
蓮
華
㆒。
猶
如
㆓
日
輪
㆒。
住
㆓
其

人
前
㆒。
如
㆓
一
念
頃
㆒。
卽
得
㆑
往
㆓
生
極
樂
世
界）

（1
（

㆒。

　

下
下
品
の
者
は
、
五
逆
十
悪
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
悪
事
に
手
を
染

め
た
愚
人
で
あ
り
、
本
来
三
悪
道
に
堕
ち
る
べ
き
存
在
で
あ
る
が
、

命
終
時
に
際
し
て
善
知
識
の
勧
め
に
よ
っ
て
、
仏
を
念
じ
る
こ
と
が

で
き
な
い
も
の
の
阿
弥
陀
仏
の
御
名
を
称
え
、
一
念
毎
に
八
十
億
劫

も
の
間
、
生
死
を
繰
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
罪
の
報
い
が
取
り

除
か
れ
て
往
生
が
叶
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
後
述
す
る

が
、
経
典
に
示
さ
れ
る
「
十
念
」
は
口
称
の
意
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

そ
の
ま
ま
『
本
誓
願
要
文
集
』
に
お
け
る
「
十
念
」
の
理
解
に
繋
が

る
も
の
で
は
な
い
。

『
本
誓
願
要
文
集
』
で
は
続
け
て
、『
無
量
寿
経
』
下
巻
の
「
願

成
就
の
文
」
を
挙
げ
て
い
る）

（1
（

。

⑤　
『
雙（
マ
マ
）

觀
經
』
下
卷
云
。
諸
有
衆
生
。
聞
㆓
其
名
號
㆒。
信
心
歡
喜
。

乃
至
一
念
。
至
心
廻
向
。
願
㆑
生
㆓
彼
國
㆒。
卽
得
㆓
往
生
㆒。
住
㆓

不
退
轉
㆒。
唯
除
㆔
五
逆
誹
㆓
謗
正
法
㆒。
文）

（1
（

あ
ら
ゆ
る
人
々
が
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
聞
い
て
、
心
か
ら
阿
弥

陀
仏
に
想
い
を
募
ら
せ
歓
喜
し
て
、
た
と
え
一
念
で
あ
っ
て
も
、
心

の
底
か
ら
極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
願
う
な
ら
ば
、
命
終
の
後
に

即
得
往
生
を
遂
げ
、
不
退
転
位
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

五
逆
罪
を
犯
し
た
者
や
仏
の
教
え
を
謗
る
者
は
そ
の
限
り
で
は
な
い

と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
前
述
し
た
①
②
の
願
文

と
は
対
照
的
に
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
の
文
が
省
略
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
点
で
あ
る
。

『
本
誓
願
要
文
集
』
で
は
、
こ
う
し
た
『
無
量
寿
経
』
に
記
さ
れ
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る
「
唯
除
五
逆
誹
謗
法
正
法
」
の
文
と
『
観
無
量
寿
経
』
に
示
さ
れ

る
「
五
逆
罪
の
救
済
」
と
の
会
通
に
つ
い
て
、
智
顗
『
観
無
量
寿
仏

経
疏
』
の
説
を
次
の
様
に
引
用
し
て
い
る
。

⑥　
『
疏
』
云
。
十
念
者
。
善
心
相
續
。
至
㆓
於
十
念
㆒。
或
一
念
成

就
。
卽
得
㆓
往
生
㆒。
文）

（1
（

十
念
と
は
、
善
心
を
相
続
す
る
こ
と
で
あ
り
、
十
念
に
至
る
こ

と
、
あ
る
い
は
一
念
が
成
就
す
る
こ
と
で
往
生
が
得
ら
れ
る
と
し
て

い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
智
顗
の
『
観
無
量
寿
仏
経
疏
』
は
偽
撰
と

さ
れ
て
い
る
が
、『
本
誓
願
要
文
集
』
の
撰
者
は
、「
十
念
」
を
天
台

『
観
経
疏
』
に
示
さ
れ
る
「
善
心
の
相
続
」
と
捉
え
て
い
た
可
能
性

が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
天
台
『
観
経
疏
）
（1
（

』
で
は
、

『
観
無
量
寿
経
』
の
「
応
称
無
量
寿
仏
（
中
略
）
具
足
十
念
）
（1
（

」
を

「
善
心
の
相
続
」
と
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
生
時
の
十
念
及
び
、

臨
終
時
に
お
い
て
一
念
毎
の
仏
名
を
称
え
る
と
い
う
行
為
は
「
善
心

の
相
続
」
と
見
做
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
撰
者
の
「
十
念
」
の
定
義

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、『
本
誓
願
文
集
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
天
台
『
観
経
疏
』

を
引
用
し
て
い
る
。

⑦　
『
觀
无
量
壽
佛
經
疏
』
云
。
問
。
大
本
五
逆
謗
法
不
㆑
得
㆑
生
。

此
經
逆
罪
得
㆑
生
。
釋
有
㆓
兩
義
㆒。
約
㆓
人
造
罪
㆒。
有
㆑
上
有
㆑

下
。
上
根
者
如
㆓
世
王
造
逆
㆒。
必
有
㆓
重
悔
㆒。
令
㆓
罪
消
薄
㆒。

容
使
㆑
得
㆑
生
。
下
根
人
造
逆
。
多
无
㆓
重
悔
㆒
故
不
㆑
得
㆑
生
。

大
本
約
㆑
行
。
行
有
㆓
定
散
㆒。
觀
佛
三
昧
名
㆑
定
。
修
㆓
餘
善

業
㆒。
說
名
（
マ
マ
）㆓

散
善
㆒。
力
微
不
㆑
能
㆔
滅
㆓
除
五
逆
㆒。
不
㆑
得
㆓
往
生
㆒。

大
本
就
㆑
鈍
。
故
言
㆓
不
生
㆒。
此
經
明
觀
說
㆓
得
生
㆒。
文）

11
（

『
無
量
寿
経
』
に
は
、
五
逆
・
謗
法
者
の
往
生
は
説
か
れ
て
い
な

い
も
の
の
、『
観
無
量
寿
経
』
で
は
往
生
が
説
か
れ
て
い
る
矛
盾
点

に
つ
い
て
、
智
顗
は
二
義
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
ず
、
造
罪
人
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
下
の
機
根
が
あ
り
、
上
根
の
者
は
造
罪
の
後
に
必

ず
深
く
懺
悔
し
て
罪
が
消
薄
し
て
往
生
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、

下
根
の
者
は
全
く
懺
悔
す
る
こ
と
が
無
い
故
に
往
生
が
叶
わ
な
い
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
行
は
定
善
（
＝
観
仏
三
昧
）、
散
善
（
＝
諸
善

業
）
の
二
行
に
分
類
さ
れ
る
が
、
散
善
の
功
徳
は
微
か
な
為
に
五
逆

罪
と
い
っ
た
大
き
な
罪
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
往
生
が
叶
わ
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
散
善
を
主
と
し
て
説
く
『
無
量
寿
経
』
で
は
五

逆
罪
の
衆
生
の
救
済
が
説
か
れ
ず
、
定
善
を
主
と
し
て
説
く
『
観
無

量
寿
経
』
で
は
救
済
が
説
か
れ
る
と
し
て
会
通
を
図
っ
て
い
る
こ
と

が
判
る
。
つ
ま
り
天
台
『
観
経
疏
』
で
は
、
衆
生
に
機
根
の
相
違
が

あ
る
と
し
た
上
で
、
行
に
優
劣
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
っ
た
観
点
は
な
く
、
た
だ
諸
行
は
功
徳
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に
劣
り
、
観
察
こ
そ
が
功
徳
に
勝
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
点
は
、
本
書
が
「
観
想
念
仏
」
の
立
場
に
あ
る

と
同
時
に
、
純
粋
浄
土
教
祖
師
の
伝
統
的
理
解
の
影
響
を
受
け
て
い

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
こ
で
の
引
用
文
は
原
点
と
さ
れ
て
い
る
天
台
『
観
経

疏
』
の
一
文
と
の
相
違
が
多
く
み
ら
れ
る
。
叡
山
に
お
い
て
こ
の
一

文
を
引
用
す
る
他
の
文
献
と
し
て
は
、
管
見
の
限
り
良
源
『
九
品
往

生
義
』
と
『
安
養
抄
』『
安
養
抄
』
の
三
書
が
挙
げ
ら
れ
る）

1（
（

。
こ
れ

ら
を
対
照
し
た
結
果
、
多
少
の
文
字
の
異
同
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、

『
本
誓
願
要
文
集
』
の
撰
者
が
本
文
を
引
用
す
る
意
図
は
、
智
顗
や

良
源
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
っ
た）

11
（

。
し
た
が
っ
て
、

『
本
誓
願
要
文
集
』
の
一
連
の
引
用
文
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
①

②
⑤
の
『
無
量
寿
経
』
に
示
さ
れ
る
「
五
逆
・
謗
法
の
者
の
往
生
が

説
か
れ
な
い
」
点
と
、
③
④
の
『
観
無
量
寿
経
』
に
あ
る
「
五
逆
謗

法
の
者
の
往
生
が
説
か
れ
る
」
点
に
つ
い
て
の
会
通
を
図
っ
た
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）

11
（

。
そ
も
そ
も
、『
九
品
往
生
義
』

は
、
智
顗
の
『
観
経
疏
』
を
指
南
と
し
て
『
観
無
量
寿
経
』
の
九
品

段
を
注
釈
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
に
お
け
る
弥
陀
念
仏
の
信
仰
を

天
台
教
義
上
か
ら
位
置
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。『
本
誓
願
要
文
集
』

は
、
明
確
に
良
源
『
九
品
往
生
義
』
を
引
用
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、

そ
の
思
想
は
念
仏
興
行
時
代
前
期
（
平
安
時
代
中
期
）
に
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る）

11
（

。
し
た
が
っ
て
、
本
書
は
叡
山
に
お
け
る

伝
統
的
な
阿
弥
陀
仏
理
解
の
枠
内
を
出
る
も
の
で
は
無
い
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

四
、
ま
と
め

　

本
書
の
内
容
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
①
～
④
の
説
示
は
念
仏
と
諸
行
に
よ
る
往
生
を
明
か
し
た
文
で
あ

る
。

・
⑤
～
⑦
の
説
示
は
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
へ
の
会
通
で
あ
る
。

・
十
念
の
解
釈
と
経
典
間
の
矛
盾
点
に
つ
い
て
は
智
顗
に
依
っ
て
い

る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
本
書
の
基
本
的
立
場
は
、
十
念
（
善
心
の
相

続
）
と
諸
行
に
よ
る
往
生
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
五
逆
・
謗
法
者
の
罪

を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
功
徳
に
勝
れ
た
「
観
想
念
仏
」
だ

け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
書
は
、
天
台
教
学
に
基
づ
く
思
想
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
る）

11
（

。
そ
の
上
で
、
臨
終
時
の
口
称
念
仏
に
も
注

目
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
叡
山
浄

土
教
の
流
動
か
ら
見
て
も
、
天
台
宗
の
伝
統
的
理
解
の
枠
を
出
る
も
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の
で
は
な
い）

11
（

。
ま
た
、
十
念
理
解
を
始
め
と
す
る
本
書
の
多
く
は
智

顗
の
解
釈
に
依
る
も
の
で
あ
り
、
純
粋
浄
土
教
祖
師
の
影
響
は
見
受

け
ら
れ
な
い
。
本
願
観
に
基
づ
く
念
仏
行
、
抑
止
門
・
摂
取
門
と
い

っ
た
観
点
、
念
仏
と
諸
行
の
整
理
等
、
後
の
法
然
の
思
想
の
萌
芽
は

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。

　　
1　

拙
稿
「『
諸
仏
菩
薩
釈
義
』
の
研
究
―
浄
土
教
に
関
す
る
説
示
を
中
心
に

―
」（『
浄
土
学
』
第
五
十
五
輯
所
収
）
や
「『
諸
仏
菩
薩
釈
義
』
の
研
究
―

諸
仏
菩
薩
の
項
に
み
ら
れ
る
浄
土
教
に
関
す
る
説
示
に
つ
い
て
―
」（『
仏
教

論
叢
』
第
六
十
三
号
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

2　

叡
山
浄
土
教
思
想
の
一
端
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
佐
藤
哲
英
氏
の

説
を
踏
ま
え
て
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。（
佐
藤
哲
英
氏
著
『
叡
山
浄

土
教
の
研
究 

研
究
篇
』
一
五
一
～
一
六
八
頁
参
照
）

・『
往
生
要
集
』
系
、『
観
心
略
要
集
』
系
の
ど
ち
ら
に
位
置
す
る
と
考
え
ら

れ
る
か

・
称
名
念
仏
に
よ
る
他
力
救
済
を
主
と
す
る
の
か
、
事
観
も
し
く
は
理
観
を

主
と
す
る
の
か

・
純
粋
浄
土
教
祖
師
（
道
綽
・
善
導
等
）
の
受
容
が
み
ら
れ
る
か
否
か

と
い
っ
た
点
を
踏
ま
え
つ
つ
考
察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

3　

佐
藤
哲
英
氏
著
「
諸
仏
菩
薩
本
誓
願
要
文
集
に
つ
い
て
―
青
蓮
院
蔵
・
嘉

承
三
年
撰
述
の
本
文
と
そ
の
文
献
価
値
―
」（
平
楽
寺
書
店
『
仏
教
思
想
論

集
：
奥
田
慈
応
先
生
喜
寿
記
念
』
一
九
七
六
年
）〔
以
下
、「
佐
藤
論
文
」
と

す
る
〕
四
三
八
頁

4　

佐
藤
氏
は
、
青
蓮
院
所
蔵
の
『
青
蓮
房
大
僧
正
受
授
御
印
信
』
や
同
様
な

二
通
の
印
信
に
記
載
さ
れ
る
「
俊
源
」
を
本
書
の
著
者
と
考
察
し
て
い
る
。

（
前
掲
「
佐
藤
論
文
」
四
〇
九
～
四
一
一
頁
参
照
）

5　

佐
藤
氏
は
、
本
書
の
文
殊
・
観
音
の
本
文
と
『
往
生
要
集
』
第
七
聖
衆
楽

倶
会
楽
で
引
用
さ
れ
る
諸
経
文
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
、
本
書
の
相
当
部
分

が
往
生
要
集
に
導
か
れ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
と
考
察
し
て
い
る
。（「
佐
藤
論

文
」
四
一
八
～
四
二
〇
頁
）

6　

紙
面
の
都
合
上
、
本
論
に
直
接
関
与
す
る
七
文
の
み
に
限
定
し
た
。
残
り

の
文
に
つ
い
て
は
前
掲
「
佐
藤
論
文
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

7　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

8　

前
掲
「
佐
藤
論
文
」
四
二
四
頁

9　

前
掲
「
佐
藤
論
文
」
四
二
四
頁

10　

佐
藤
哲
英
氏
著
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究 

研
究
篇
』
六
一
～
六
三
頁
参
照

11　

そ
れ
ぞ
れ
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　

良
源
『
九
品
往
生
義
』　　

静
照
『
四
十
八
願
釈
』

　

第
十
八
願　

聞
名
信
楽
十
念
定
生
ノ
願　

念
仏
往
生
ノ
願

　

第
二
十
願　

聞
我
係
念
修
善
定
生
ノ
願　

欲
生
果
遂
ノ
願
（
繋
念
定
生
）

12　

前
掲
「
佐
藤
論
文
」
四
一
六
頁
参
照

13　

前
掲
「
佐
藤
論
文
」
四
二
四
頁

14　

前
掲
「
佐
藤
論
文
」
四
二
四
～
四
二
五
頁

15　

該
当
箇
所
を
「
念
仏
往
生
の
願
成
就
文
」
と
呼
称
し
た
の
は
法
然
が
初
出

で
あ
る
。『
昭
和
新
脩
法
然
上
人
全
集
』
七
三
頁

16　

前
掲
「
佐
藤
論
文
」
四
二
五
頁

17　

前
掲
「
佐
藤
論
文
」
四
二
五
頁

18　
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
第
三
七
巻
、
一
九
四
頁
、
ｂ
段

19　
『
浄
土
宗
聖
典
』
第
一
巻
、
一
九
〇
頁

20　

前
掲
『
佐
藤
論
文
』
四
二
五
頁

21　

良
源
『
九
品
往
生
義
』（『
浄
全
』
第
一
五
巻
、
三
一
頁
、
ａ
段
）、
源
隆

国
『
安
養
集
』（
西
村
冏
紹
氏
監
修
『
宇
治
大
納
言
源
隆
国
編 

安
養
集 

本

文
と
研
究
』
五
一
三
～
五
一
四
頁
）、
良
慶
『
安
養
抄
』（『
正
蔵
』
第
八
四
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巻
、
一
四
一
頁
、
ｂ
段
）

22　
『
九
品
往
生
義
』
は
原
文
を
忠
実
に
引
用
し
て
い
る
が
、『
安
養
集
』『
安

養
抄
』
は
少
し
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
二
書
は
本
書
と
時
代
的
に
大
き
な

隔
た
り
が
無
い
と
考
え
ら
れ
、
撰
者
が
参
照
し
た
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら

れ
る
が
、
い
ず
れ
も
本
文
は
完
全
に
一
致
し
て
い
な
い
。

23　

①
②
の
引
用
文
に
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
」
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由

は
、
撰
者
が
初
め
に
阿
弥
陀
仏
の
基
本
的
理
解
を
示
し
そ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
書
が
⑦
で
引
用
す
る
天
台
『
観

経
疏
』
の
定
善
（
観
察
）
こ
そ
が
功
徳
に
最
も
勝
れ
、
散
善
（
余
善
）
で
は

往
生
が
叶
わ
な
い
と
す
る
理
解
こ
そ
が
『
本
誓
願
要
文
集
』
の
基
本
的
ス
タ

ン
ス
で
あ
り
、
経
典
間
の
一
応
の
会
通
と
し
て
⑤
で
「
唯
除
五
逆
誹
謗
正

法
」
が
採
用
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

24　

佐
藤
哲
英
氏
『
叡
山
浄
土
教
の
研
究 
研
究
篇
』
六
〇
～
六
六
、
一
六
～

一
七
頁
参
照

25　

今
、
仮
に
本
書
の
性
格
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

・『
往
生
要
集
』
の
影
響
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

・
理
観
を
主
と
す
る
。（
た
だ
し
、
臨
終
時
の
口
称
念
仏
へ
の
注
目
が
見
受

け
ら
れ
る
。）

　

・
純
粋
浄
土
教
祖
師
（
道
綽
・
善
導
等
）
の
受
容
は
み
ら
れ
な
い
。

26　

既
に
、
源
信
は
『
往
生
要
集
』
に
お
い
て
世
親
『
往
生
論
』
に
説
か
れ
る

五
念
門
の
浄
業
を
実
践
行
と
し
て
体
系
づ
け
、
そ
の
中
心
と
な
る
第
四
正
修

念
仏
門
に
お
い
て
は
観
勝
称
劣
の
立
場
を
示
し
て
い
る
。
衆
生
の
機
に
し
た

が
っ
て
事
観
・
理
観
の
観
想
念
仏
が
あ
り
、
簡
略
な
相
好
を
観
ず
る
こ
と
の

で
き
な
い
者
は
三
想
を
作
し
て
一
心
に
称
念
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
。

是
故
今
当
㆑
修
㆓
色
相
観
㆒。
此
分
為
㆑
三
。
一
別
相
観
。
二
総
想
観
。
三

雑
略
観
。
随
㆓
意
楽
㆒
応
㆑
用
㆑
之
（
中
略
）
若
有
㆑
不
㆑
堪
㆑
観
㆓
念
相

好
㆒。
或
依
㆓
帰
命
想
㆒。
或
依
㆓
引
摂
想
㆒。
或
依
㆓
往
生
想
㆒。
応
㆓
一
心
称

念
一
已
上
。
意
楽
不
㆑

同
故
明
二
種
種
観
一

（『
正
蔵
』
第
八
四
巻
、
五
三
頁
ａ
段
～
五
六
頁
ｂ

段
）
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施
餓
鬼
会
の
表
白
に
つ
い
て

西
　
城
　
宗
　
隆

　『
浄
土
宗
法
要
集
』
の
施
餓
鬼
会
表
白
と
宣
疏
は
、
泉
谷
寺
恵
頓

（
一
七
二
五
～
八
五
）
の
作
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
恵
頓
は
『
泉
谷

瓦
礫
集
』（
一
七
八
四
年
）
で
『
救
抜
焔
口
餓
鬼
陀
羅
尼
経
』
に
基

づ
い
て
「
施
餓
鬼
前
啓
白
」
と
「
施
餓
鬼
会
宣
疏
」
な
ど
を
著
し
て

い
る
。
藤
井
赫
然
は
『
文
類
大
全
』
で
「
施
餓
鬼
表
白
」
と
「
施
餓

鬼
回
向
疏
（
一
名
施
食
祭
文
）」
を
「（
訳
文
）
泉
谷
恵
頓
作
」
と
し

て
い
る）

（
（

　
こ
こ
で
は
、『
楽
邦
文
類
』
の
著
者
で
も
あ
る
石
芝
宗
暁
（
一
一

五
一
～
一
二
一
四
）
の
『
施
食
通
覧
』（
以
下
通
覧
）
と
『
泉
谷
瓦

礫
集
』（
以
下
瓦
礫
集
）
を
類
比
し
て
み
た
い
。
こ
の
二
書
の
文
言

が
同
じ
と
こ
ろ
は
『
瓦
礫
集
』
の
文
を
太
字
に
し
、『
通
覧
』
に
は

ラ
イ
ン
を
施
し
、
そ
の
引
用
し
た
箇
所
と
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
を
明

記
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、『
通
覧
』
か
ら
『
瓦
礫
集
』、
そ
し
て

『
浄
土
宗
法
要
集
』
が
昭
和
一
四
年
版
か
ら
平
成
版
へ
と
ど
の
よ
う

に
変
化
し
た
か
を
考
察
し
た
い
。
さ
ら
に
、
出
典
問
題
で
は
な
く
、

表
白
で
の
「
餓
鬼
は
天
に
生
ず
る
こ
と
を
得
た
り
」
と
い
う
餓
鬼
生

天
説
と
、
宣
疏
及
び
餓
鬼
回
向
文
の
「
臨
終
見
仏
　
超
生
浄
土
　
究

竟
成
仏
」
説
に
、
ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
を
鑑
み
た
い
。

　『
通
覧
』（
一
二
〇
四
年
）
は
、『
楽
邦
文
類
』
と
同
様
の
編
集
に

よ
っ
て
施
食
会
に
関
す
る
経
典
と
楊
鍔
と
遵
式
な
ど
の
文
を
謄
録
し

て
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。『
瓦
礫
集
』
は
、
恵
頓
が
表
白
・
銘

文
・
略
伝
な
ど
を
弟
子
恵
海
が
集
め
た
書
で
あ
る
。
恵
頓
の
表
白
の

出
典
は
『
通
覧
』
で
あ
り
、
導
入
部
分
は
楊
鍔
の
『
水
陸
儀
』
の

「
初
入
道
場
敘
建
水
陸
意
」
で
あ
り
、
そ
の
後
半
は
著
者
不
詳
の

「
斛
前
召
請
啓
白
」
に
依
っ
て
い
る
。
こ
の
楊
鍔
の
『
水
陸
儀
』
三

巻
は
管
見
で
き
て
い
な
い
。『
仏
祖
統
紀
』
三
三
巻
に
は
、
水
陸
齋

の
項
目
に
「
東
川
楊
鍔
水
陸
儀
。
蜀
中
に
楊
推
官
儀
文
有
り
、
世
に

盛
行
す
」
と
あ
る）

（
（

。「
水
陸
大
齋
霊
跡
記
」
に
は
、「
宋
熈
寧
四
年
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（
一
〇
七
一
）」
に
記
す
と
あ
り
、『
通
覧
』
か
ら
し
か
窺
い
知
れ
な

い
が
、「
北
水
陸
」
系
統
で
あ
る
と
い
う）

3
（

。

一
表
白　
『
泉
谷
瓦
礫
集
』
と
『
施
食
通
覧
』
と
の
比
較

１
・
Ⓐ
「
瓦
礫
集
』
上
・
三
六
オ　
「
施
餓
鬼
前
啓
白
」

原
夫
施
食
大
斎
者
。
阿
難
之
致
請
。
牟
尼
之
垂
範
。
出
世
大
慈
。

人
中
上
供
。
可
以
修
菩
薩
行
。
可
以
建
如
来
心
。
宣
屏
絶
外
縁
、

端
持
正
念
。

１
・
Ⓑ　
『
通
覧
』
初
入
道
場
敘
建
水
陸
意　

出
楊
鍔
水
陸
儀

　

続
蔵
経
・
五
七
・
一
一
六
。

原
夫
無
遮
水
陸
大
斎
者
、
遵
釈
迦
文
之
垂
教
、
奉
梁
武
帝
之
科

儀
、
世
間
大
慈
、
人
中
上
供
、
於
此
可
以
修
菩
薩
行
、
於
此
可

以
建
如
来
心
、
宣
當
屏
絶
外
縁
、
端
持
正
念
。

　

恵
頓
は
施
食
会
を
『
救
抜
焔
口
餓
鬼
陀
羅
尼
経
』（
正
蔵
二
一
・

四
六
四
Ｂ
）
に
基
づ
い
て
、
阿
難
の
致
請
と
釈
尊
の
垂
範
と
し
て
い

る
。
楊
鍔
は
「
水
陸
大
齋
霊
跡
記
」（
続
蔵
経
・
五
七
・
一
一
三
Ｃ
）

で
、
水
陸
会
を
釈
迦
の
垂
教
と
そ
の
嚆
矢
と
し
て
梁
の
武
帝
（
蕭

衍
）
と
し
、
水
陸
大
齋
を
勤
め
た
と
し
て
い
る
。
牧
田
諦
亮
師
は

「
中
国
に
お
け
る
仏
教
儀
礼
の
起
源
を
梁
の
武
帝
に
も
と
め
る
こ
と

は
、
事
の
真
実
を
問
う
よ
り
も
、
そ
れ
だ
け
梁
の
武
帝
に
帰
せ
ら
れ

る
伝
承
の
背
景
を
う
か
が
う
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
あ
る）

4
（

。

２
・
Ⓐ　

鳴
呼
奈
何
。
鬼
趣
永
劫
沈
淪
。
黒
山
頓
足
。
黄
泉
漂

蕩
。
慧
光
不
燭
。
飢
火
常
燃
。
苦
渋
悪
味
。
僃
甞
不
已
。
方
以

類
聚
。
物
以
羣
分
。
其
居
也
艱
難
険
阻
。
其
黨
也
嫉
妬
慳
貪
。

真
可
哀
。
誠
可
畏
。
頼
有
法
王
留
施
食
之
縁
。

２
・
Ⓑ　
『
通
覧
』
斛
前
召
請
啓
白　

五
七
・
一
一
八
Ｃ
一
八

柰
何
衆
生
弱
喪
、
永
劫
陸
沈
、
黒
山
下
頓
足
、
牽
衣
黄
泉
中
、

安
身
立
命
、
慧
光
不
燭
、
飢
火
長
然
、
圓
頓
上
乗
、
可
得
而
聞
、

苦
澀
悪
味
、
備
甞
不
已
、
方
以
類
聚
、
物
以
羣
分
、
其
居
也
皆

艱
難
険
阻
之
鄕
、
其
黨
也
盡
嫉
妬
慳
貪
之
衆
、
真
鬼
虎
龍
蛇
之

可
畏
、
如
稲
麻
竹
葦
之
良
多
、
頼
法
王
留
施
食
之
縁

　
『
通
覧
』
は
迷
い
の
衆
生
に
対
し
て
、
恵
頓
は
鬼
趣
に
限
定
し
、

省
略
し
て
も
意
味
が
通
じ
る
よ
う
に
簡
潔
に
し
て
い
る
。
恵
頓
は
頼

「
ム
ニ
」
と
送
り
仮
名
を
振
り
、
藤
井
赫
然
は
「
さ
い
わ
い
」
に
と

ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
。
頼
む
に
（
な
に
と
ぞ
）
で
は
な
く
、「
幸
い

に
施
食
の
縁
に
よ
っ
て
」
と
読
む
方
が
自
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
方
以
類
聚　

物
以
群
分
（
吉
凶
生
矣
）」
は
周
易
繋
辞
上
伝
（
易

経
）
か
ら
の
成
句
で
、
目
的
が
同
じ
同
士
は
類
を
以
て
聚
ま
り
、
善

人
と
悪
人
は
群
れ
を
も
っ
て
分
か
れ
る
と
い
う
意
で
あ
る）

5
（

。
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３
・
Ⓐ　

即
為
阿
難
。
説
無
量
威
徳
自
在
光
明
大
勝
力
神
咒
。

若
誦
此
咒
。
則
能
變
少
飲
食
。
令
諸
鬼
仙
。
一
一
皆
得
飽
満
。

阿
難
依
教
行
持
転
三
日
命
期
。
福
徳
壽
命
。
皆
得
増
長
。
鬼
悉

得
生
天
。
法
益
不
啻
利
於
現
在
。
亦
欲
遠
被
未
来
。
羅
漢
結
集
。

三
蔵
傳
持
。
人
至
于
今
。
咸
受
其
貺
。
大
矣
哉
。
是
眞
不
可
思

議
。
博
施
済
衆
之
道
也
。

今
為
盡
空
法
界
。
有
無
両
縁
。
一
切
精
霊
。
往
生
浄
土
。
興
建

法
会
。
荘
厳
既
僃
。
供
事
具
陳
須
準
儀
軌
。
謹
伸
迎
請
。
敬
白
。

３
・
Ⓑ　
『
通
覧
』
斛
前
召
請
啓
白　

五
七
・
一
一
九
Ａ
九

仏
即
為
説
無
量
威
徳
自
在
光
明
勝
玅
力
眞
言
、
若
誦
此
呪
、
則

能
變
少
飲
食
、
令
諸
鬼
仙
、
一
一
皆
得
飽
満
、
阿
難
依
教
行
持
、

得
延
壽
命
、
鬼
得
生
天
、
法
門
不
唯
益
於
現
在
、
亦
欲
遠
被
未

来
、
羅
漢
結
集
、
成
文
三
蔵
傳
来
此
土
、
人
到
于
今
、
咸
受
其

賜
、
大
矣
哉
、
是
眞
不
可
思
議
、
博
施
濟
衆
之
道
也
、
于
夜
蓋

有
淸
信
檀
那
、
特
為
某
事
、
興
建
斛
食
、
今
則
食
事
斯
届
供
事
、

當
陳
欲
召
来
儀
、
須
伸
迎
請
、
云
々
。

　
『
法
要
集
』
で
は
大
勝
玅
力
か
ら
大
聖
妙
力
と
し
て
い
る
。『
浄
土

苾
蒭
宝
庫
』
は
、「
敬
白
」
か
ら
「
慈
愍
故
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ

は
正
宗
分
の
正
説
で
あ
り
、
施
餓
鬼
会
の
主
旨
で
あ
る
回
向
段
で
も

あ
る
。
恵
頓
は
真
言
を
神
呪
に
し
、「
三
日
の
命
期
」
を
加
上
し
て

分
か
り
や
す
く
し
た
。『
焔
口
経
』
の
「
諸
々
の
餓
鬼
は
苦
し
み
の

身
を
解
脱
し
、
天
上
に
生
ず
る
こ
と
を
得
せ
し
め
ん
」
と
い
う
経
説

に
依
っ
て
、
両
者
は
「
鬼
得
生
天
」
と
し
た
が
、『
法
要
集
』
で
は

『
焔
口
経
』
の
通
り
「
餓
鬼
」
と
い
う
表
現
を
と
っ
た
。「
法
門
」
を

「
法
益
」
に
し
た
が
、『
法
要
集
』
は
「
法
門
」
に
改
め
た
。『
通
覧
』

は
「
清
信
檀
那
あ
り
、
特
に
某
事
の
た
め
に
」
と
あ
り
、
施
主
自
身

の
善
根
か
追
善
か
は
不
明
で
あ
る
。
恵
頓
は
「
尽
空
法
界　

有
無
両

縁　

一
切
精
霊　

往
生
浄
土
の
為
」
に
と
あ
り
、
往
生
の
た
め
の
善

根
思
想
を
明
確
に
し
た
。『
法
要
集
』
は
「
今
〇
〇
霊
位
の
冥
福
を

薦
め
ん
が
為
に
」
と
し
て
、
各
自
の
意
楽
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
追

善
法
要
と
な
っ
た
。

二
宣
疏　
『
泉
谷
瓦
礫
集
』
と
『
施
食
通
覧
』
と
の
比
較

『
瓦
礫
集
』
上
・
三
六
ウ　
「
施
餓
鬼
会
宣
疏
」

４
・
Ⓐ
良
以
大
雄
出
現
。
所
以
覆
護
衆
生
。
玅
法
軌
持
。
所
以

度
脱
一
切
。
常
放
毫
光
。
徧
照
六
道
。
不
起
華
座
。
広
化
十
方
。

布
慈
雲
覆
於
法
界
。
灑
甘
露
潤
於
群
萠
。

４
・
Ⓑ　
『
通
覧
』　

宣
白
召
請
上
堂
八
位
聖
衆　

出
楊
鍔
水
陸

儀　

五
七
・
一
一
六
Ｃ
六
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蓋
聞
大
雄
出
現
、
所
以
覆
護
衆
生
、
玅
法
軌
持
、
所
以
度
脱
一

切
、
作
希
有
事
、
開
大
慈
門
、
視
于
四
衆
、
如
象
王
迴
、
演
乎

一
音
、
作
師
子
吼
、
不
起
於
寶
蓮
華
座
、
普
化
十
方
、
常
放
於

玉
毫
相
光
、
徧
照
六
道
、
布
慈
雲
於
法
界
、
沃
甘
露
於
群
生
。

　

宣
疏
は
楊
鍔
・
遵
式
・
宗
暁
の
三
師
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
に
恵
頓
は
各
師
の
施
食
会
観
を
簡
潔
に
す
る
こ
と
に
心
掛
け
て

い
る
。
宗
暁
は
遵
式
の
「
施
食
法
」『
金
園
集
』
を
的
確
に
謄
録
し

て
い
る
の
で
、
楊
鍔
の
『
水
陸
儀
』
も
同
様
か
思
わ
れ
る
。

５
・
Ⓐ　

方
今
恭
準
施
食
聖
軌
。
荘
厳
道
場
。
特
献
微
妙
之
蔬

饌
。
普
陳
希
有
之
香
華
。
奉
請
一
切
三
宝
。
諸
賢
聖
衆
。
修
建

如
来
最
勝
無
遮
大
施
食
会
。

５
・
Ⓑ　
『
通
覧
』　

宣
白
召
請
上
堂
八
位
聖
衆　

出
鍔
水
陸
儀

　

五
七
・
一
一
六
Ｃ
一
五

是
以
特
献
微
妙
之
蔬
饌
、
普
陳
希
有
之
香
華
、
虔
慤
無
過
、
精

誠
有
在
、
以
故
、
我
今
奉
為
施
主
、
慇
懃
礼
請
上
堂
八
位
聖
衆
、

伏
惟
迂
降
。

　

上
堂
は
内
陣
に
相
当
し
、
八
位
は
仏
・
法
・
僧
・
菩
薩
・
辟
支

仏
・
阿
羅
漢
・
五
通
神
仙
・
護
法
天
竜
で
あ
る
。
恵
頓
は
一
切
三
宝

と
諸
賢
聖
衆
を
奉
請
し
て
、
浄
土
宗
的
な
施
食
会
に
し
た
。

６
・
Ⓐ　

一
器
之
食
一
盂
之
水
。
随
用
無
匱
。
上
通
諸
天
徧
虚

空
。
下
徹
窮
泉
。
包
九
野　

塵
沙
無
数
焔
口
餓
鬼
。
博
施
無
畏
。

大
斎
無
遮
。
甘
嗜
実
腹
。
法
食
随
意
。
此
其
大
施
者
。
功
由
如

来
不
測
神
咒
力
也
。

６
・
Ⓑ　
『
通
覧
』　

仏
説
救
拔
焔
口
陀
羅
尼
経
序　

宋
錢
塘
天

竺
寺
遵
式　

五
七
・
一
〇
三
Ｃ
七

陳
一
器
之
食
、
呪
之
七
反
、
鳴
指
以
施
之
、
呪
亦
不
過
数
句
、

此
其
易
従
也
、
徹
窮
泉
、
包
九
野
、
塵
沙
莫
無
数
焔
口
之
鬼
、

皆
甘
嗜
実
腹
、
此
其
済
也

　
「
一
盂
之
水
」
と
は
『
法
要
集
』
に
示
さ
れ
て
い
な
い
「
水
向
け
」

の
閼
伽
で
あ
り
、
こ
の
施
食
に
よ
っ
て
、
焔
口
が
空
腹
を
満
た
し
た

と
い
う
。
恵
頓
は
た
ん
な
る
飲
食
で
は
な
く
、
法
食
で
あ
る
か
ら
こ

そ
功
徳
が
あ
る
と
説
く
。

７
・
Ⓐ　

夫
龍
一
鱗
蟲
。
猶
得
蹄
涔
之
少
水
。
能
散
之
六
虚
。

以
為
洪
流
。
況
至
聖
不
測
之
神
咒
。
窮
法
界
之
至
変
者
乎
。
焦

腹
炬
口
。
仰
天
無
訴
。
若
非
慈
仁
惻
隠
。
如
法
恵
施
。
雖
一
飡

其
可
得
乎
。

７
・
Ⓑ　
『
通
覧
』　

仏
説
救
拔
焔
口
陀
羅
尼
経
序　

遵
式　

五
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七
・
一
〇
三
Ｃ
一
三

夫
龍
一
鱗
蟲
耳
、
得
蹄
涔
之
水
、
散
之
六
虚
、
以
為
洪
流
、
況

至
聖
至
良
之
神
咒
、
窮
法
界
之
至
変
者
也
、
焦
腹
炬
口
、
沈
幽

動
劫
、
仰
天
無
訴
、
非
慈
仁
惻
惻
、
為
心
者
展
臂
一
恵
、
雖
一

飡
其
可
得
乎
。

　

６
Ⓑ
か
ら
四
行
ほ
ど
省
略
し
て
こ
の
文
に
至
る
。
変
食
陀
羅
尼
を

誦
す
こ
と
に
よ
っ
て
法
食
と
な
る
。

８
・
Ⓐ　

法
食
之
施
。
其
利
大
哉
。
非
唯
使
彼
脱
幽
塗
生
善
趣
。

帰
三
宝
成
正
覚
。
亦
使
人
近
則
現
招
五
福
。
遠
則
成
就
二
厳
。

真
自
他
兼
済
之
要
津
、
乃
入
仏
勝
地
之
妙
道
也
。

伏
願
藉
斯
功
。
法
界
一
切
精
霊
。
速
疾
出
離
生
死
。
超
生
浄
土
。

見
仏
聞
法
。
証
得
無
生
。
謹
疏
。

８
・
Ⓑ　
『
通
覧　

並
序
』
四
明
石
芝
沙
門　

宗
暁　

五
七
・

一
〇
一
Ｃ
八

法
食
之
施
、
其
利
博
哉
、
非
唯
使
彼
脱
幽
塗
、
生
善
道
、
帰
乎

三
宝
、
成
乎
正
覚
、
亦
使
人
近
則
現
招
五
果
、
遠
則
成
就
二
厳
、

真
自
他
兼
済
之
要
津
、
乃
入
仏
勝
地
之
妙
道
也
、

　

恵
頓
は
宗
暁
の
序
文
に
よ
っ
て
法
食
の
功
徳
を
説
い
て
回
向
段
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
法
界
の
す
べ
て
の
精
霊
が
天
に
生
ず
る
の
で

は
な
く
、
浄
土
に
生
ま
れ
て
無
生
を
得
ん
こ
と
を
念
じ
て
い
る
。

『
浄
土
苾
蒭
宝
庫
』
は
、「
仰
願
藉
斯
善
、（
今
吊
所
の
霊
位
）、
荘
厳

浄
土
、
見
仏
聞
法
、
速
得
無
生
」
と
あ
る
。「
離
苦
得
楽　

超
生
浄

土
」
の
誤
記
か
も
し
れ
な
い
。

三
表
白
と
宣
疏
と
の
差
異

　

こ
の
よ
う
に
恵
頓
の
『
瓦
礫
集
』
は
、『
通
覧
』
に
掲
載
さ
れ
た

楊
鍔
・
遵
式
・
宗
暁
の
文
を
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
。『
法
要
集
』

は
「
施
餓
鬼
会
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
施
食
会
」
と
称
し
て
い

る
。
表
白
（
斛
前
召
請
啓
白
）
で
は
施
食
の
縁
に
よ
っ
て
、
餓
鬼
が

天
に
生
じ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
宣
疏
（
宗
暁
説
）
で

は
、
法
食
の
施
物
に
よ
っ
て
、
幽
途
を
脱
し
、
善
趣
に
生
じ
、
三
宝

に
帰
依
し
、
正
覚
を
成
ぜ
し
む
る
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
前
の
精
霊

は
生
死
を
出
離
し
、
浄
土
に
超
生
し
、
仏
に
見
え
て
法
を
聞
き
、
無

生
を
証
得
せ
し
め
給
え
と
順
次
を
念
じ
て
い
る
。
遵
式
も
『
金
園

集
』（
五
七
・
一
〇
Ｃ
）
の
「
施
食
正
名
」
で
「
捨
鬼
身
生
於
天
上
」

と
言
い
、「
施
食
文
」
で
「
疾
捨
鬼
身
生
仏
土
」（
五
七
・
一
一
Ｃ
）

と
い
う
二
説
を
挙
げ
て
い
る
。

　

浄
土
宗
の
表
白
は
、『
焔
口
経
』
の
「
餓
鬼
は
悉
く
天
に
生
ず
る

こ
と
を
得
た
り
」
の
文
で
な
く
、『
無
量
寿
経
』
の
「
若
し
三
途
勤
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苦
の
処
に
在
り
て
、
こ
の
光
明
を
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
皆
休
息
を
得

て
、
復
た
苦
悩
な
し
。
壽
終
の
後
、
皆
解
脱
を
蒙
る
」
の
文
に
依
っ

て
浄
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
る
と
し
た
ら
ど
う
か
。
放
生
会
は
生
類

に
三
帰
を
授
け
て
、「
光
明
嘆
徳
疏
」
を
読
誦
し
て
い
る
。
こ
の
若

在
勤
苦
の
文
は
『
諸
回
向
宝
鑑
』
に
精
霊
回
向
文
と
あ
り
、
回
向
文

と
し
て
用
い
て
い
る
実
例
が
あ
る
。

施
餓
鬼
会
の
変
遷
と
表
白

　

施
餓
鬼
会
の
式
次
第
は
、
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）
の
『
声
明

　

施
餓
鬼
・
諸
真
言
・
諸
回
向
』
が
嚆
矢
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に

「
施
餓
鬼
」
と
あ
る
の
は
盂
蘭
盆
会
の
こ
と
で
あ
り
、
祭
文
と
宣
疏

を
掲
載
し
て
い
る
。「
大
施
餓
鬼
」
は
根
本
陀
羅
尼
か
ら
書
き
出
し
、

破
地
獄
偈
の
「
若
人
欲
了
知
」
は
呉
音
で
な
く
、「
ジ
ャ
ク
ジ
ン
ヨ

ク
リ
ヤ
ウ
チ
」
と
あ
る
。「
大
施
餓
鬼
」
に
は
表
白
と
宣
疏
そ
の
も

の
の
表
記
が
な
い
。『
諸
回
向
宝
鑑
』
二
（
一
六
九
八
）
の
施
餓
鬼

法
も
同
様
に
表
白
を
明
記
し
て
い
な
い
。

　

増
上
寺
で
は
、
惇
信
院
殿
（
九
代
家
重
）
の
五
七
日
御
逮
夜
（
宝

暦
一
一
年
・
一
七
六
一
）
で
大
施
餓
鬼
を
勤
め
て
祭
文
と
宣
疏
を
捧

読
し
た
。
同
じ
く
慎
徳
院
殿
（
十
二
代
家
慶
）
の
五
七
日
御
逮
夜

（
嘉
永
六
年
・
一
八
五
三
）
で
大
施
餓
鬼
を
勤
め
て
表
白
と
宣
疏
を

捧
読
し
た
が
、
そ
の
文
を
記
し
て
い
な
い
。
こ
の
間
に
、『
瓦
礫
集
』

が
刊
行
し
て
い
る
。
慎
徳
院
殿
の
と
き
は
恵
頓
の
表
白
を
捧
読
し
た

可
能
性
も
あ
る
。『
施
餓
鬼
作
法
』（
文
久
二
年
・
一
八
六
二
）
は
知

恩
院
迎
譽
貞
厳
が
選
定
し
、
貞
海
が
印
の
図
を
加
え
て
密
教
的
な
経

本
と
し
て
再
版
し
た
。
印
明
観
の
三
密
を
明
記
し
、
授
与
弥
陀
名
号

と
し
て
、「
弥
陀
大
光
明
中
に
鬼
類
を
摂
取
し
た
ま
え
と
存
念
し
て

名
号
を
唱
え
授
け
よ
」
と
あ
る
。
式
次
第
に
も
表
白
を
明
記
し
て
い

な
い
。

　
『
浄
業
課
誦
附
録
』（
一
七
三
四
）
に
は
表
白
宣
疏
そ
の
も
の
の
表

記
が
な
い
。『
浄
土
苾
蒭
宝
庫
』（
一
八
九
四
年
に
編
集
）
は
、
多
少

相
違
す
る
点
が
あ
る
も
の
の
恵
頓
の
表
白
・
祭
文
（
宣
疏
）
で
あ
る
。

明
治
四
三
年
版
『
法
要
集
』
に
は
式
次
第
に
も
表
白
が
な
い
。
大
正

一
三
年
版
に
な
っ
て
恵
頓
の
表
白
と
宣
疏
が
掲
載
さ
れ
現
行
に
至
っ

て
い
る
。
こ
の
と
き
宣
疏
は
外
陣
に
向
か
っ
て
捧
読
し
て
い
る
。
現

行
で
は
開
経
偈
か
ら
仏
前
に
向
か
っ
て
回
向
し
て
い
る
。

　

こ
の
表
白
と
宣
疏
は
宋
の
漢
文
で
あ
る
の
で
難
解
で
あ
り
、
捧
読

者
自
身
が
内
容
を
理
解
で
き
ず
に
読
誦
し
て
い
る
の
で
、
参
拝
者
は

理
解
不
能
で
あ
る）

6
（

。
参
拝
者
が
表
白
文
を
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
は
、

例
え
ば
回
向
段
で
「
コ
ロ
ナ
感
染
物
故
者
」
と
総
回
向
し
た
場
合
で

あ
ろ
う）

7
（

。
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四
回
向
段

　
『
施
食
通
覧
』
に
は
、「
于
夜
蓋
有
淸
信
檀
那
、
特
為
何
某
事
」
と

あ
り
、
具
体
的
に
記
し
て
い
な
い
。『
瓦
礫
集
』
に
は
、「
今
為
盡
空

法
界
。
有
無
両
縁
。
一
切
精
霊
。
往
生
浄
土
」
と
あ
り
、
す
べ
て
の

精
霊
の
往
生
を
念
じ
て
い
る
。『
浄
土
苾
蒭
宝
庫
』
は
、「
戒
名
冥
福

を
薦
め
ん
が
為
」
と
あ
る
の
で
追
善
法
要
で
あ
る
。
現
行
の
『
法
要

集
』
も
「
今
」
と
あ
り
、
具
体
的
に
記
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ

て
『
浄
土
宗
書
式
文
例
集
』
で
は
、
開
山
中
興
歴
代
諸
上
人
、
総
檀

信
徒
各
家
先
祖
代
々
、
新
盆
（
新
亡
）
の
追
善
菩
提
と
三
界
万
霊
有

縁
無
縁
の
冥
福
を
薦
め
る
回
向
例
を
挙
げ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
施
餓
鬼
会
は
、
三
界
万
霊
有
縁
無
縁
の
冥
福
を
薦
め

る
も
の
で
あ
り
、
疫
病
・
飢
餓
を
始
め
怨
親
平
等
の
思
想
に
よ
っ
て

戦
禍
で
の
敵
味
方
を
問
わ
ず
に
回
向
を
勤
め
、
無
縁
仏
へ
も
手
向
け

ら
れ
て
い
た）

8
（

。
し
か
し
、
現
行
の
施
餓
鬼
会
で
は
三
界
万
霊
の
位
牌

を
削
除
し
、
浄
土
宗
の
施
餓
鬼
会
は
近
親
の
死
者
供
養
と
な
っ
た
。

対
自
儀
礼
か
ら
対
他
儀
礼
に
な
り
、
普
遍
的
回
向
か
ら
個
人
的
回
向

に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
従
来
通
り
に
五
如
来
の
前
に
五
輪
幡
と

三
界
万
霊
牌
を
一
蓮
托
生
に
よ
っ
て
安
置
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。

　

近
年
、
回
向
に
も
個
人
化
が
進
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
家
族
葬
が

増
加
し
て
い
る
最
中
に
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
家
族
葬
で
し
か
で
き

ず
、
通
夜
振
る
舞
い
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
一
日
葬
と
い
う
儀

礼
の
短
縮
・
縮
小
化
が
進
ん
で
い
る
。
従
っ
て
、
法
事
も
家
族
だ
け

で
勤
め
て
い
る
の
で
、
遠
縁
・
地
縁
の
法
事
に
参
列
す
る
こ
と
も
な

く
な
り
つ
つ
あ
る
。

結
び

　

僧
侶
は
儀
礼
（
法
会
仏
教
）
に
つ
い
て
「
深
く
考
え
な
い
」
と
い

う
基
本
的
な
態
度
で
あ
り
、
特
に
『
法
要
集
』
に
対
し
て
は
禁
忌
で

あ
り
、
学
際
的
・
体
系
的
に
論
述
さ
れ
て
い
な
い
。
施
餓
鬼
会
の
儀

礼
構
造
は
、
物
の
供
養
と
し
て
の
「
法
食
」
と
、
法
の
供
養
と
し
て

の
「
念
仏
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
博
く
施
し
、
衆
を
済
う
の
道
」
と

い
う
思
想
に
依
っ
て
、「
孝
養
父
母
」
と
し
て
の
供
養
と
、
不
慮
の

災
害
な
ど
の
物
故
者
と
無
縁
仏
・
三
界
万
霊
へ
の
供
養
と
し
て
、
念

仏
を
手
向
け
る
こ
と
に
あ
る）

9
（

。
ま
た
、
既
に
往
生
し
て
い
る
人
に
は

菩
提
の
増
上
を
念
じ
る
法
会
で
あ
る
。
自
身
の
我
執
を
な
く
す
一
助

と
し
て
、
身
内
だ
け
で
な
く
他
の
人
へ
の
回
向
は
、
や
が
て
自
身
の

善
根
に
な
る
こ
と
な
ど
施
餓
鬼
会
の
真
意
を
伝
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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1　

藤
井
赫
然
編
纂
『
宣
疏
表
白
祝
文
弔
辞
引
導
諷
誦
序
讃
記
入
銘　

文
類
大

全
』（
酉
谷
寺
、
昭
和
一
四
年
・
一
四
七
）。『
瓦
礫
集
』
の
「
自
叙
伝
」
に

安
永
乙
未
（
四
）
は
五
十
一
と
あ
る
。

2　

正
蔵
四
九
・
三
二
一
Ｃ
一
三

3　

新
纂
大
日
本
続
蔵
経
・
五
七
・
一
一
三
Ｃ
。
多
田
孝
正
「
志
磐
と
『
仏
祖

統
紀
』」
叡
山
学
院
研
究
紀
要
二
五
号
・
二
〇
〇
三
年
・
一
八
三

4　
「
梁
の
武
帝
―
そ
の
信
仏
と
家
庭
の
悲
劇
―
」『
牧
田
諦
亮
著
作
集
』
第
二

巻
・
一
九
一
。
千
葉
照
観
も
「
梁
武
帝
に
仮
託
す
る
こ
と
が
、
最
も
権
威
づ

け
ら
れ
付
加
価
値
が
高
い
、
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る

（「
瑜
伽
焔
口
と
水
陸
会
」『
仏
教
文
化
の
展
開
』
平
成
六
年
・
三
六
二
）。

5　
『
易
経
』
下
・
岩
波
文
庫
・
二
一
一

6　

捧
読
す
る
と
き
の
呼
吸
法
は
三
つ
あ
る
。
一
つ
は
「
。」
で
鼻
か
ら
ゆ
っ

く
り
息
を
吸
う
。
二
つ
は
「
、」
で
口
か
ら
パ
ッ
と
息
を
吸
う
。
三
つ
は

（
、）
が
な
い
時
の
「
切
り
切
ら
ず
」
で
息
継
ぎ
を
し
な
い
方
法
で
あ
る
。
例

え
ば
、「
世
間
の
大
慈
「
、」
人
中
の
上
供
」
は
読
点
を
入
れ
た
方
が
よ
い
。

ま
た
、
法
王
（
、）
施
食
の
縁
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
捧
読
者
自
身
が
意

味
を
理
解
し
た
う
え
で
表
白
す
べ
き
で
あ
る
。
儀
礼
に
直
接
関
わ
る
僧
侶
は

法
会
で
の
儀
礼
的
捧
読
に
専
念
し
、
学
際
的
な
精
読
を
し
て
精
査
す
る
こ
と

が
怠
り
気
味
で
あ
る
。
表
白
の
書
式
は
、
書
き
下
し
と
し
て
い
る
。
読
み
や

す
く
す
る
た
め
に
、
対
句
の
と
こ
ろ
は
並
列
し
て
書
く
こ
と
に
依
っ
て
、
作

者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
よ
り
理
解
で
き
る
。「
今
」、「
茲
に
」
と
い
う
場

合
は
、
た
っ
た
一
字
で
も
行
替
え
を
し
て
余
白
を
作
る
こ
と
に
依
っ
て
、
こ

こ
で
間
を
と
る
こ
と
が
視
覚
的
に
理
解
で
き
る
。

7　
『
新
訂　

浄
土
宗
法
要
集　

差
定
・
偈
文
・
表
白
・
宣
疏
』（
平
成
二
年
五

月
）
の
あ
と
が
き
に
は
、「『
差
定
・
偈
文
・
表
白
・
宣
疏
』
も
現
代
に
あ
わ

せ
検
討
を
加
え
た
次
第
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
記
載
し
た
も
の
は
文
例
で
あ

る
」
と
あ
る
。
平
成
一
四
年
の
新
訂
改
初
版
に
は
、「
記
載
し
た
も
の
は
文

例
で
あ
る
。
法
要
に
は
各
寺
院
に
ふ
さ
わ
し
い
文
を
作
成
す
る
こ
と
が
の
ぞ

ま
し
い
」
と
書
き
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、『
浄
土
宗
書
式
文
例
集
』

（
平
成
二
六
年
五
月
）
は
よ
り
わ
か
り
や
す
い
施
餓
鬼
会
・
十
夜
会
な
ど
の

表
白
を
作
成
し
た
。
特
に
、
十
夜
会
の
表
白
に
は
そ
の
典
拠
で
あ
る
『
無
量

寿
経
』
の
「
こ
の
世
に
お
い
て
善
を
修
す
る
こ
と
、
十
日
十
夜
す
れ
ば
」
の

文
を
添
え
た
。
ま
た
、
令
和
二
年
に
改
訂
し
、
施
餓
鬼
会
表
白
に
「
若
し
三

途
勤
苦
の
と
こ
ろ
に
あ
り
て
」
の
文
を
引
用
し
、
よ
り
浄
土
宗
的
な
も
の
と

し
た
。　

8　

表
白
の
構
成
は
、
三
分
科
経
（
序
分
・
正
宗
分
・
流
通
分
）
か
ら
な
る
。

第
一
段
は
本
尊
等
の
三
宝
に
帰
依
を
表
明
す
る
。
第
二
段
は
本
尊
等
の
誓
願

利
生
の
徳
を
讃
嘆
し
、
法
要
の
趣
旨
を
説
く
。
第
三
段
は
廻
向
・
所
願
成
就

を
念
じ
て
、
法
会
を
厳
修
す
る
。
表
白
は
本
尊
前
に
啓
白
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
施
餓
鬼
会
に
限
り
五
如
来
壇
に
向
か
っ
て
捧
読
す
る
の
で
、
帰
依
を
表

明
す
る
第
一
段
が
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
密
教
の
五
如
来

で
は
な
く
、
本
尊
阿
弥
陀
如
来
に
表
白
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
別
回

向
文
の
順
に
依
れ
ば
、
表
白
の
帰
依
表
明
は
「
大
悲
願
王
阿
弥
陀
仏
、
発
遣

教
主
釈
迦
牟
尼
仏
」
と
な
る
。

9　

池
上
良
正
「
宗
教
学
の
研
究
課
題
と
し
て
の
施
餓
鬼
」『
駒
澤
大
学
文
化
』

三
二
。
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道
綽
の
仏
土
論

里
　
見
　
奎
　
周

【
一
―
一
．
序
言
】

　
道
綽
（
五
六
二
―
六
四
五
）
の
『
安
楽
集
』
に
は
、
隋
唐
代
の
仏

教
教
理
あ
る
い
は
浄
土
教
信
仰
を
め
ぐ
る
議
論
が
種
々
反
映
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
は
同
時
代
に
活
動
し
て
い
た
地
論
学
派
や
摂
論
学
派

と
の
思
想
的
交
渉
に
よ
る
も
の
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
菩
提
流
支

な
ど
に
よ
る
瑜
伽
行
派
系
統
の
漢
訳
典
籍
が
中
国
に
も
た
ら
さ
れ
て

以
降
、
先
述
の
よ
う
に
仏
身
の
規
定
は
三
身
説
を
も
っ
て
さ
れ
、
合

わ
せ
て
仏
身
に
対
応
す
る
仏
土
も
三
土
あ
る
い
は
四
土
の
分
類
が
主

流
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
道
綽
は
仏
身
を
三
身
説
で
理
解
し

て
い
る
も
の
の
、
仏
土
に
つ
い
て
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。『
安
楽

集
』
で
は
法
身
の
仏
土
に
関
す
る
言
及
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
道
綽
が
仏
土
を
化
土
と
報
土
の
二
土
に
限
っ
て
言
及
し

て
い
た
根
拠
に
つ
い
て
、
同
時
期
に
法
身
の
仏
土
を
否
定
し
て
い
た

摂
論
学
派
の
道
基
の
二
土
説
を
参
照
し
つ
つ
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

【
一
―
二
．
先
行
研
究
の
整
理
】

　
従
来
の
研
究
の
中
で
道
綽
の
仏
土
論
は
仏
身
論
と
合
わ
せ
て
論
じ

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
法
報
応
（
化
）
な
ど
三
種
の
仏
身
に

そ
れ
ぞ
れ
の
仏
土
を
対
応
さ
せ
る
、
地
論
学
派
（
慧
遠
な
ど
）
や
吉

蔵
、
智
顗
な
ど
当
時
の
諸
師
の
著
作
中
の
記
述
に
よ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
、
道
綽
が
阿
弥
陀
仏
報
身
説
の
典
拠
と
す
る
『
大
乗
同

性
経
』
に
着
目
し
、
従
来
の
諸
師
と
は
異
な
り
、
成
仏
し
た
場
所
に

よ
っ
て
仏
格
を
報
身
な
い
し
は
応
身
（
化
身
）
と
す
る
道
綽
独
自
の

仏
身
の
規
定
方
法
に
着
目
し
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
多
い）

（
（

。

　
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
道
綽
が
法
身
の
浄
土
を
立
て
な
い
理
由
に

つ
い
て
は
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
数
少
な

い
例
と
し
て
、
望
月
信
亨
氏
は
『
中
国
浄
土
教
理
史
』
に
お
い
て
摂
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論
学
派
の
道
基
の
仏
土
論
に
触
れ
、
道
基
を
は
じ
め
と
す
る
一
部
の

摂
論
学
派
の
学
僧
が
法
性
土
を
立
て
な
い
こ
と
を
整
理
し
、『
安
楽

集
』
で
道
綽
が
法
身
の
浄
土
を
立
て
な
い
こ
と
と
の
関
連
を
指
摘
し

て
い
る）

（
（

。
両
者
は
時
代
的
に
も
地
理
的
に
も
隔
た
り
は
な
く
、『
安

楽
集
』
に
お
け
る
別
時
意
説
へ
の
対
応
の
よ
う
に
、
道
綽
が
摂
論
学

派
と
思
想
的
交
渉
が
確
認
さ
れ
る
点
か
ら
、
望
月
氏
の
指
摘
は
示
唆

に
富
む
も
の
で
あ
る
。
た
だ
道
綽
の
仏
土
理
解
と
詳
細
に
対
比
さ
せ

た
う
え
で
論
じ
て
い
な
い
た
め
、
今
一
度
改
め
て
検
討
す
る
余
地
は

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
横
超
慧
日
氏
は
浄
土
願
生
の
主
体
が
凡
夫
か
聖

者
か
と
い
う
点
よ
り
中
国
浄
土
教
諸
師
の
理
解
を
整
理
し
つ
つ
、
道

綽
の
場
合
は
無
相
の
理
解
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
機
根
の
差
に
よ

っ
て
往
生
す
る
土
に
相
土
・
無
相
土
の
別
が
あ
る
と
す
る
。
道
綽
は

摂
論
学
派
の
主
張
す
る
念
仏
別
時
意
説
に
は
反
対
し
つ
つ
も
、
仏
土

理
解
に
お
い
て
は
機
根
に
応
じ
て
所
見
の
土
が
異
な
る
と
い
う
摂
論

学
派
に
同
調
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
を
示

し
て
い
る）

（
（

。
工
藤
量
導
氏
は
道
綽
が
活
躍
し
た
并
州
と
摂
論
研
究
の

盛
ん
で
あ
っ
た
長
安
の
隔
た
り
と
い
う
地
理
的
な
点
、
及
び
摂
論
研

究
が
始
ま
っ
て
間
も
な
い
頃
と
い
う
時
期
的
な
点
も
考
慮
し
た
上
で
、

摂
論
学
派
の
仏
土
論
と
の
関
連
は
な
い
と
す
る
。
確
か
に
道
綽
と
摂

論
学
派
の
両
者
の
拠
点
は
異
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
摂
論
学
派
が
中

国
仏
教
史
上
に
勃
興
す
る
の
も
『
安
楽
集
』
撰
述
時
期
で
あ
る
七
世

紀
以
降
の
頃
で
あ
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
道
綽
が
明
確
に
摂
論
学
派

に
つ
い
て
認
識
し
て
い
た
点
と
、
三
身
説
は
採
用
し
て
い
な
が
ら
も
、

法
身
の
浄
土
に
つ
い
て
語
ら
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
再
検
討
が
必

要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

本
論
で
は
『
安
楽
集
』
で
示
さ
れ
る
仏
土
、
法
身
の
整
理
を
行
い
、

凝
然
『
維
摩
経
疏
菴
羅
記
（
以
下
、『
菴
羅
記
』）』
な
ど
に
伝
え
る

道
基
の
仏
土
論
と
比
較
し
、
道
綽
が
三
身
説
を
採
用
し
つ
つ
も
法
身

の
浄
土
を
認
め
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
い
。

【
二
―
一
．
道
綽
の
仏
土
理
解
】

　

道
綽
の
仏
土
論
に
つ
い
て
は
二
種
類
の
論
じ
方
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
仏
身
論
と
対
応
さ
せ
る
形
で
論
じ
る
場
合
と
、
衆
生
の
機
根
に
応

じ
て
種
々
の
仏
土
が
顕
現
す
る
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
前
者
に
関
し

て
は
上
巻
の
第
一
大
門
に
詳
し
い
。
そ
こ
に
は
、

答
曰
、
現
在
彌
陀
是
報
佛
、
極
樂
寶
莊
嚴
國
是
報
土
。
然
古
舊

相
傳
皆
云
、「
阿
彌
陀
佛
是
化
身
、
土
亦
是
化
土
」。
此
為
大
失

也
。
若
爾
者
、
穢
土
亦
化
身
所
居
、
淨
土
亦
化
身
所
居
者
、
未

審
如
來
報
身
更
依
何
土
也
。
今
依
『
大
乘
同
性
經
』
辨
定
報
化
、

淨
穢
者
、『
經
』
云
、「
淨
土
中
成
佛
者
、
悉
是
報
身
、
穢
土
中



─ 71 ─

成
佛
者
、
悉
是
化
身
」。（
中
略
）
何
者
如
來
法
身
。
如
來
真
法

身
者
、
無
色
、
無
形
、
無
現
、
無
著
、
不
可
見
、
無
言
説
、
無

住
處
、
無
生
、
無
滅
、
是
名
真
法
身
義
也
」。

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
土
に
よ
っ
て
仏
身
が
規
定
さ
れ
る
方
法

を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
例
え
ば
浄
影
寺
慧
遠
や
嘉
祥
寺
吉
蔵
な

ど
道
綽
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
諸
師
が
衆
生
の
機
根
に
応
じ
て
感
得
す
る

仏
身
を
規
定
す
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
と
比
べ
る
と
大
き
く

異
な
る）

（
（

。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
報
身
報
土
と
化
身
化
土
に
つ
い
て
仏
身

と
そ
の
土
を
合
わ
せ
て
言
及
し
て
い
る
が
、
法
身
に
関
し
て
は
原
文

に
付
し
た
傍
線
の
と
お
り
、
法
身
そ
の
も
の
の
性
質
を
説
明
す
る
に

留
ま
っ
て
お
り
、
法
身
の
仏
土
に
つ
い
て
は
言
及
が
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
次
章
で
は
道
綽
が
仏
土
論
の
中
に
法
身
の
浄
土
を
含
め
な

か
っ
た
点
に
つ
い
て
、
道
綽
の
法
身
に
対
す
る
理
解
を
『
安
楽
集
』

全
体
よ
り
整
理
し
検
討
し
た
い
。

【
二
―
二
．
道
綽
の
法
身
理
解
】

　

こ
こ
で
は
『
安
楽
集
』
に
お
け
る
法
身
の
用
例
を
整
理
し
、
そ
れ

を
基
に
道
綽
が
法
身
に
対
応
す
る
仏
土
を
認
め
な
か
っ
た
点
に
つ
い

て
検
討
し
た
い
。

　

第
一
大
門
で
は
『
大
乗
同
性
経
』
に
示
さ
れ
る
法
身
の
様
々
な
性

質
を
引
用
し
説
明
を
行
い
、
そ
の
後
に
曇
鸞
『
往
生
論
註
』
を
引
用

し
二
種
法
身
の
解
説
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
二
種
法
身
の
解
説

を
「
二
諦
」
の
語
を
以
て
結
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
曇
鸞
に
は
見
ら

れ
な
い
道
綽
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
『
論
註
』
引
用
の

該
当
箇
所
で
は
原
文
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
二
諦
の
語
に
よ
っ
て
、

道
綽
は
無
相
と
有
相
の
相
即
を
理
解
す
る
者
が
上
輩
生
で
あ
る
と
説

明
す
る
。
道
綽
は
第
七
地
ま
で
の
菩
薩
は
諸
仏
及
び
八
地
以
上
の
諸

菩
薩
が
示
す
二
種
法
身
（
＝
二
諦
）
に
よ
っ
て
修
道
を
進
め
て
い
く

も
の
と
理
解
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る）

（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
『
安
楽
集
』
に
お
け
る
法
身
の
解
釈
を
全
体
的
に
見

た
場
合
、
仏
身
の
規
定
に
用
い
る
そ
れ
と
は
異
な
る
用
例
が
散
見
さ

れ
る
。
例
え
ば
第
二
大
門
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

①
（
前
略
）
菩
薩
亦
爾
、
若
能
發
菩
提
心
、
多
願
生
淨
土
、
親

近
諸
佛
、
增
長
法
身
、
方
能
匡
紹
菩
薩
家
業
、
十
方
濟
運
。
為

斯
益
故
、
多
願
生
也）

（
（

。

②
又
『
彼
論
』
云
、
譬
如
鳥
子
翅
翮
未
成
、
不
可
逼
令
高
翔
、

先
須
依
林
傅
樹
、
羽
成
有
力
、
方
可
捨
林
遊
空
。
新
發
意
菩
薩

亦
爾
、
先
須
乘
願
、
求
生
佛
前
、
法
身
成
長
、
隨
感
赴
益）

（
（

（
後

略
）。

①
で
は
、
菩
薩
は
ま
ず
菩
提
心
を
起
こ
し
浄
土
に
生
ず
る
こ
と
を
願
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い
、
諸
仏
に
親
近
し
、
法
身
を
増
長
さ
せ
、
菩
薩
の
持
つ
十
方
を
救

う
能
力
を
身
に
着
け
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

②
で
は
、
新
発
意
の
菩
薩
は
ま
ず
は
仏
願
力
に
乗
じ
て
仏
前
に
生
ま

れ
、
法
身
が
成
長
し
て
は
じ
め
て
衆
生
の
機
感
に
従
っ
て
衆
生
を
利

益
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
っ
て
、『
安
楽
集
』
全
体
に
お
け
る
法
身
を

二
種
に
大
別
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。（
１
）
仏
の

身
格
や
特
性
を
表
す
意
味
に
お
け
る
法
身
（
無
色
・
無
形
・
無
現
・

無
生
・
無
滅
な
ど
）
と
す
る
場
合
と
、（
２
）
菩
薩
、
あ
る
い
は
衆

生
が
具
え
て
い
る
、
あ
る
い
は
受
け
る
も
の
と
し
て
の
法
身
で
あ
る
。

（
２
）
に
お
け
る
法
身
は
仏
の
身
格
を
表
す
三
身
の
範
疇
で
扱
わ
れ

て
は
お
ら
ず
、
修
行
の
進
趣
に
伴
う
、
衆
生
の
内
に
具
わ
る
も
の
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
近
似
す
る
用
例
を
求
め
る
な
ら
ば
、

曇
無
讖
訳
『
大
般
涅
槃
経
』
に
確
認
で
き
る
。『
大
般
涅
槃
経
』
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

説
大
涅
槃
、
名
為
如
來
祕
密
之
藏
。
增
長
法
身
、
猶
如
雷
時
象

牙
上
花
。
以
能
長
養
如
是
大
義
、
故
得
名
為
大
般
涅
槃
。
若
有

善
男
子
、
善
女
人
、
有
能
習
學
是
大
涅
槃
微
妙
經
典
、
當
知
。

是
人
能
報
佛
恩
、
真
佛
弟
子）

（
（

。

仏
所
説
の
「
祕
藏
佛
性
」「
如
來
祕
密
之
藏
」
か
ら
一
切
衆
生
に
は

仏
性
が
具
わ
る
こ
と
を
知
る
と
い
う
。
そ
し
て
法
身
が
「
増
長
」

「
長
養
」
さ
れ
る
こ
と
で
「
大
般
涅
槃
」
と
な
る
の
だ
と
い
う
。
あ

る
い
は
、

善
男
子
。
如
人
小
時
、
拾
取
土
塊
、
糞
穢
、
瓦
石
、
枯
骨
、
木

枝
、
置
於
口
中
、
父
母
見
已
、
恐
為
其
患
、
左
手
捉
頭
、
右
手

挑
出
。
菩
薩
摩
訶
薩
住
是
地
中
、
亦
復
如
是
。
見
諸
衆
生
法
身

未
增
、
或
行
身
口
意
業
不
善
、
菩
薩
見
已
、
則
以
智
手
拔
之
令

出
、
不
欲
令
彼
流
轉
生
死
受
諸
苦
惱
、
是
故
此
地
、
復
名
一
子）

（
（

。

と
あ
る
よ
う
に
、
衆
生
が
生
死
を
流
転
す
る
の
は
法
身
が
増
え
て
お

ら
ず
、
不
善
な
る
三
業
を
行
う
た
め
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
ま

た
こ
れ
に
対
す
る
注
釈
は
浄
影
寺
慧
遠
の
『
大
般
涅
槃
経
義
記
』
や

曇
延
の
『
涅
槃
経
義
疏
』
に
あ
る
。『
大
般
涅
槃
経
』
に
お
け
る
法

身
の
「
増
」「
増
長
」
が
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
な
し
、
道

綽
の
言
う
所
と
一
致
す
る
か
は
現
段
階
で
は
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な

い
も
の
の
、
法
身
を
涅
槃
や
仏
性
、
如
来
蔵
と
同
義
と
見
て
い
た
地

論
学
派
系
統
の
諸
師
の
解
釈
と
関
連
す
る
可
能
性
は
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
布
施
浩
岳
氏
は）

（1
（

、
山
西
河
東
の
地
論
師
と
『
涅

槃
経
』
研
究
と
の
密
接
な
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。
道
綽
は
伝
記
資

料
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
元
は
『
涅
槃
経
』
を
研
究
す
る
立
場
で

あ
り
、
布
施
氏
が
指
摘
す
る
『
涅
槃
経
』
研
究
と
地
論
師
の
接
点
が
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あ
っ
た
山
西
地
方
で
活
動
す
る
僧
だ
っ
た
。
現
存
は
し
て
い
な
い
も

の
の
、
先
述
の
慧
遠
・
曇
延
の
二
師
に
加
え
法
上
や
僧
範
な
ど
の
著

作
に
『
涅
槃
経
』
の
注
釈
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
や
は
り
北
土
地
論

師
と
『
涅
槃
経
』
の
密
接
な
関
係
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
れ
は
道
綽
の
『
涅
槃
経
』
研
究
と
い
う
浄
土
教
帰
依
以
前
の
修
学

環
境
及
び
地
論
南
道
派
を
中
心
に
、
法
身
を
如
来
蔵
思
想
に
よ
っ
て

解
釈
す
る
と
い
う
潮
流
が
、『
安
楽
集
』
に
お
け
る
法
身
解
釈
に
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
ま
た
特
に
慧
遠
な
ど
地

論
南
道
派
系
の
学
僧
は
、
法
身
と
同
義
と
な
る
概
念
に
涅
槃
を
据
え
、

更
に
涅
槃
を
衆
生
が
本
来
的
に
具
え
る
性
浄
涅
槃
と
、
修
行
と
い
う

取
り
組
み
に
よ
っ
て
得
る
方
便
浄
涅
槃
と
す
る
二
分
化
の
解
釈
を
行

っ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
前
提
と
し
た
場
合
、
特
に
道
綽

が
第
二
大
門
の
法
身
の
説
明
で
、

言
法
身
菩
提
者
、
所
謂
真
如
、
實
相
、
第
一
義
空
、
自
性
清
淨
、

體
無
穢
染
、
理
出
天
真
、
不
假
修
成
、
名
為
法
身
。
佛
道
體
本
、

名
曰
菩
提
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
論
系
の
法
身
、
涅
槃
の
概
念
が
見
出
せ
る
。

た
だ
し
、
地
論
学
派
の
仏
土
論
と
は
異
な
り
、
道
綽
は
法
身
の
浄
土

を
説
か
な
い
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
道
綽
に
と
っ
て
法
身
は
衆
生
の
内

も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
場
に
遍
満
す
る
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ

れ
に
対
応
す
る
仏
土
し
て
固
定
化
す
る
の
を
避
け
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

【
三
―
一
．
道
基
の
仏
土
論
な
ら
び
に
法
身
解
釈
】

　

摂
論
学
派
は
先
述
の
よ
う
に
四
土
説
を
主
張
す
る
な
ど
、
道
綽
在

世
当
時
に
お
い
て
は
盛
ん
に
仏
土
論
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た
学
派

で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
道
綽
当
時
の
摂
論
学
派
と
し
て
は

法
常
（
五
六
七
―
六
四
五
）
や
道
基
（
五
七
三
―
六
三
七
）
の
二
人

が
具
体
的
な
人
名
を
あ
げ
る
こ
と
が
可
能
な
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。

　

凝
然
『
菴
羅
記
』
で
は
以
下
の
よ
う
に
摂
論
学
派
と
し
て
の
道
基

の
仏
土
論
を
伝
え
る
。

福
成
寺
道
基
法
師
。
是
摂
論
宗
弘
通
祖
師
。
製
造
『
摂
大
乗
義

章
』
十
四
巻
陳
諸
法
相
。
彼
第
十
四
立
浄
土
義
。
惣
立
二
種
。

一
報
浄
土
、
二
化
浄
土
。
報
土
相
者
、
是
自
受
用
、
実
修
実
証

報
浄
土
故
。
此
報
浄
中
兼
摂
他
受
用
浄
土
也
。
此
化
浄
土
。
二

乗
凡
夫
所
見
浄
土
。
福
成
法
師
不
立
法
身
浄
土
。
以
法
性
寂
然

故
。
无
相
平
等
、
真
理
湛
然
故
。
所
証
如
如
、
无
処
所
故）

（（
（

。

　

凝
然
に
よ
れ
ば
、
道
基
に
は
『
摂
大
乗
論
義
章
』
と
い
う
著
作
が

あ
り
、
第
十
四
巻
の
中
で
浄
土
義
を
立
て
た
。
そ
こ
で
は
報
浄
土
と

化
浄
土
の
二
種
の
浄
土
が
あ
り
、
前
者
は
自
受
用
土
と
し
て
の
性
質
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を
有
し
て
お
り
、
自
ら
の
修
行
に
よ
り
証
得
さ
れ
る
土
で
あ
る
。
一

方
で
化
浄
土
は
報
浄
土
が
兼
ね
る
一
面
と
し
て
の
浄
土
で
あ
り
、
二

乗
凡
夫
の
所
見
で
あ
る
他
受
用
土
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
た
だ

し
自
受
用
土
・
他
受
用
土
は
玄
奘
以
降
の
新
訳
の
語
で
あ
り
、
道
基

が
そ
れ
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
、
凝
然
が
道
基
の
仏

土
論
を
説
明
す
る
際
に
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
既
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
は
自
受
用
・
他
受
用

の
語
そ
の
も
の
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
に
似
通
っ
た
概
念
は
存

在
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ）

（1
（

、
恐
ら
く
そ
の
こ
と
を
凝
然
は
新
訳
の

語
を
以
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
此
報
浄
中
兼
摂
他

受
用
浄
土
也
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
道
基
の
報
土
理
解
と
し
て
、
菩

薩
が
修
行
の
進
趣
に
よ
っ
て
見
る
土
と
、
二
乗
と
凡
夫
の
見
る
土
の

二
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
道
基
が
法
身
の
浄
土
を
立
て
な
い
理
由
と
し
て
、
法
性
は
寂

然
と
し
、
無
相
平
等
で
あ
っ
て
、
真
理
が
湛
然
で
あ
る
た
め
で
あ
る

と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
直
接
道
基
の
名
を
あ
げ
て
い
る
も
の

で
は
な
い
が
、
吉
蔵
の
『
法
華
統
略
』
に
は
摂
論
師
の
説
と
し
て
以

下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

智
度
論
師
用
實
相
為
佛
。
成
實
論
師
用
世
諦
虚
假
為
佛
。
今
並

異
之
。
故
俱
非
也
。
非
如
非
異
者
。
江
南
尚
禪
師
用
真
如
為
佛
。

攝
論
師
亦
然

）
（1
（

。

あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

問
曰
。
經
明
唯
有
自
性
清
淨
心
。
顯
名
法
身
。
此
外
並
是
虚
妄
。

云
何
分
人
土
。
智
度
亦
云
。
除
實
相
外
皆
是
魔
。
實
相
即
法
身
。

云
何
有
人
土
耶
。
答
。
攝
論
師
云
。
法
身
是
真
如
。
更
無
有
土
。

蓋
是
未
精
見
論
意
耳）

（1
（

。

　

こ
こ
で
紹
介
さ
れ
る
摂
論
師
と
は
恐
ら
く
摂
論
学
派
の
中
で
も
道

基
と
同
じ
思
想
系
統
に
あ
る
者
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

法
身
は
真
如
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
仏
土
は
な
い
と
彼
ら
が
理

解
し
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
法
身
は
寂
滅
と

し
た
真
理
で
あ
る
た
め
、
わ
ざ
わ
ざ
所
依
の
土
を
立
て
る
必
要
が
な

か
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
吉
蔵
が
こ
こ
で
「
摂
論
師
云
」
と
い

う
よ
う
に
、
こ
の
真
理
で
あ
る
法
身
に
付
随
す
る
仏
土
は
な
い
と
す

る
説
は
摂
論
学
派
の
中
で
流
布
し
て
い
た
説
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

【
三
―
二
．
法
常
の
仏
土
論
】

　

同
様
に
凝
然
に
よ
れ
ば
法
常
の
仏
土
論
は
以
下
の
よ
う
に
伝
え
ら

れ
る
。摂

論
宗
法
常
法
師
、
建
立
四
浄
土
。
華
厳
祖
師
、
至
相
寺
智
儼

大
師
、
亦
立
四
種
浄
土
。
智
儼
元
稟
于
法
常
、
習
学
摂
論
宗
、



─ 75 ─

四
浄
土
相
。
師
資
芳
郁
。
所
立
全
同）

（1
（

。

　

こ
こ
で
は
法
常
が
四
土
説
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る

の
み
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
華
厳
宗
の
智
儼

が
法
常
に
師
事
し
て
お
り
、
そ
の
仏
土
論
を
忠
実
に
継
承
し
て
い
た

こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
智
儼
の
仏
土
論
は
諸
著
作
中
で
散
見
さ
れ
る

が
、
例
え
ば
晩
年
の
著
作
で
あ
る
『
華
厳
孔
目
章
』
の
巻
一
で
は
以

下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

依
三
乘
義
。
有
別
淨
土
。
略
準
有
四
。
一
化
淨
土
。
謂
化
現
諸

方
所
有
淨
土
。
二
事
淨
土
。
謂
諸
方
淨
土
衆
寶
所
成
。
三
實
報

淨
土
。
謂
諸
理
行
等
所
成
。
謂
三
空
為
門
。
諸
度
等
為
出
入
路
。

四
法
性
淨
土
。
所
謂
真
如
。
謂
以
依
無
住
本
、
立
一
切
法）

（1
（

。

智
儼
は
法
性
浄
土
に
つ
い
て
は
、
一
切
法
を
立
て
る
真
如
そ
の
も
の

と
説
明
す
る
。
凝
然
が
伝
え
る
よ
う
に
、
智
儼
の
四
土
説
が
師
事
し

て
い
た
法
常
の
も
の
と
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
、
摂
論
学
派
の
中
で
も

法
常
及
び
そ
の
周
辺
で
は
道
基
と
は
異
な
り
法
身
の
浄
土
を
認
め
る

立
場
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
法
常
は
伝
記
に
よ
れ
ば

曇
延
（
五
一
六
―
五
八
八
）
に
師
事
し
て
お
り
、
地
論
南
道
派
教
学

の
素
養
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
く
南
道
派
の
浄
影
寺
慧
遠

『
大
乗
義
章
』
で
は
法
性
身
の
所
依
の
土
を
立
て
る
た
め
、
恐
ら
く

摂
論
学
派
の
中
で
も
法
常
を
は
じ
め
と
す
る
地
論
南
道
派
の
流
れ
を

汲
む
学
僧
の
中
で
は
こ
の
よ
う
な
理
解
が
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
の
摂
論
学
派
の
言
説
を
伝
え
る
資
料
か
ら
は
、
特
に
法
身
の

理
解
を
め
ぐ
っ
て
仏
土
の
分
類
規
定
方
法
に
異
な
り
が
あ
っ
た
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
法
常
は
地
論
学
派
の
延
長
線
上
に

位
置
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
慧
遠
な
ど
と
同
様
に
法
身
の
浄
土
を
立

て
る
立
場
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

【
五
．
お
わ
り
に
】

　

以
上
、
道
綽
が
仏
身
論
で
は
三
身
説
を
用
い
、
仏
土
論
に
お
い
て

は
報
土
と
化
土
の
二
土
（
た
だ
し
報
土
は
無
相
土
と
有
相
土
に
分
け

ら
れ
る
）
を
用
い
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
道
綽
の
法
身
理
解
と
摂
論

学
派
の
道
基
な
ら
び
に
法
常
の
言
説
と
対
比
さ
せ
て
整
理
検
討
し
た
。

恐
ら
く
道
綽
の
仏
身
論
と
仏
土
論
は
地
論
宗
な
ど
当
時
の
中
国
仏
教

の
主
流
に
ほ
ぼ
順
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
も
の
の
、
法
身
の
解
釈
に
お

い
て
は
そ
の
限
り
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
真
理
と
し
て
の
性
質
か
ら

固
定
的
な
仏
土
を
今
更
に
定
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
道
基
な
ど

一
部
の
摂
論
学
派
の
説
を
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
報
身
の
仏
土
を
、
二
面
性
を
有
す
る
土
と
し
て
理
解
す
る
点

に
お
い
て
も
道
綽
と
道
基
の
共
有
す
る
認
識
で
あ
る
。
道
綽
は
二
諦

の
道
理
を
理
解
す
る
者
で
あ
る
か
否
か
が
報
土
の
う
ち
の
無
相
土
か
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有
相
土
に
生
ま
れ
る
か
を
左
右
す
る
と
し
て
い
た
。
道
基
は
報
浄
土

と
化
浄
土
の
二
土
を
提
示
し
た
が
、
化
浄
土
は
報
浄
土
の
一
面
で
あ

る
と
し
、
二
乗
と
凡
夫
の
所
見
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
衆
生

の
機
根
に
応
じ
て
報
土
に
差
が
生
ま
れ
る
と
す
る
点
に
関
し
て
も
両

者
の
仏
土
論
は
近
似
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
機
根
に
応
じ

て
所
見
の
仏
土
に
別
が
あ
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て

検
討
し
た
い
。

（　

曽
和
義
宏
氏
「
道
綽
の
仏
身
仏
土
論
の
特
異
性
」（『
印
仏
研
究
』
五
三
―

一
、
二
〇
〇
四
）
粂
原
恒
久
氏
「
仏
身
仏
土
へ
の
諸
論-

道
綽
に
お
け
る
浄

土
の
展
開-

」（『
宗
教
研
究
』
七
九
、
二
〇
〇
六
）
な
ど
。
ま
た
近
代
以
前

で
は
良
忠
『
安
楽
集
私
記
』
や
香
月
院
深
励
『
安
楽
集
講
義
』
な
ど
。

（　

望
月
信
亨
氏
『
中
国
浄
土
教
理
史
』（
法
蔵
館
、
一
九
四
二
）。

（　

横
超
慧
日
氏
「
浄
土
教
の
兼
為
聖
人
説
」（『
印
仏
研
究
』
六
、
一
九
五
五
）

（　

こ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
１
の
曽
和
氏
の
論
文
に
詳
し
い
。

（　

二
種
法
身
と
二
諦
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
既
に
拙
論
で
検
討
し
た
の
で
、

そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。「
道
綽
に
お
け
る
二
諦
に
つ
い
て
―
得
生
後
の

菩
薩
を
主
体
と
し
て
―
」（『
佛
教
論
叢
』
六
四
、
二
〇
二
〇
）

（　
『
大
正
蔵
』
四
七
・
九
上

（　
『
大
正
蔵
』
四
七
・
九
上

（　
『
大
正
蔵
』
一
二
・
四
一
一
中

（　
『
大
正
蔵
』
一
二
・
四
五
九
上

（0　

布
施
浩
岳
氏
『
涅
槃
宗
の
研
究　

後
篇
』（
叢
文
閣
、
一
九
四
二
）

（（　
『
日
仏
全
』
五
、
一
九
四
上

（（　

工
藤
量
導
氏
『
迦
才
『
浄
土
論
』
と
中
国
浄
土
教
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
三
）

（（　
『
卍
続
蔵
』
二
七
・
五
二
〇
下

（（　
『
卍
続
蔵
』
二
七
・
五
二
三
上

（（　
『
日
仏
全
』
五
・
一
九
四
下

（（　
『
大
正
蔵
』
四
五
・
五
四
一
上
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黒
田
眞
洞
の
思
想
　
―
　
輪
島
聞
聲
へ
の
影
響

鷹
　
司
　
誓
　
榮

は
じ
め
に
　

　
黒
田
眞
洞
の
若
き
日
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
後
に
淑
徳
女
学
校

設
立
な
ど
日
本
女
子
教
育
の
先
駆
者
、
輪
島
聞
聲
が
知
恩
院
内
の
大

学
林
に
通
っ
た
際
、
講
師
の
黒
田
に
、
浄
土
宗
の
学
問
は
性
相
学
が

前
提
で
、
泉
涌
寺
で
講
義
を
受
け
る
よ
う
指
導
さ
れ
、
師
僧
、
福
田

行
誡
の
紹
介
を
得
て
、
尼
僧
を
受
け
入
れ
て
い
な
か
っ
た
泉
涌
寺
で
、

尼
僧
と
し
て
は
じ
め
て
性
相
を
学
ん
だ
と
い
う
経
緯
が
あ
る（

（
（

。

　
こ
の
断
片
的
な
事
柄
か
ら
も
、
黒
田
が
俱
舎
、
唯
識
と
い
っ
た
思

想
基
盤
を
重
視
し
、
こ
の
小
乗
、
大
乗
の
分
岐
点
と
も
な
る
仏
教
思

想
に
つ
き
、
後
進
の
指
導
に
お
い
て
も
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。

　
ま
た
、
数
少
な
い
黒
田
の
思
想
傾
向
を
示
す
資
料
と
し
て
、
今
岡

達
音
の
「
黒
田
眞
洞
上
人
（
（
（

」
が
あ
る
。
そ
の
中
に
「
老
師
、
学
和
漢

を
兼
ね
、
識
群
典
に
通
じ
給
へ
り
と
雖
も
、
自
得
の
宗
学
は
、
選
択

集
に
在
り
、
他
部
は
起
信
論
に
極
ま
る
。（
中
略
（
蓋
し
老
師
起
信

の
見
得
は
、
華
厳
事
理
無
礙
法
界
の
批
判
に
依
り
て
、
解
会
せ
ら
れ

た
る
者
の
如
し
。」
と
あ
る
。

　
黒
田
の
思
想
基
盤
は
華
厳
教
学
に
よ
る
も
の
で
、
江
戸
浄
土
律
僧
、

普
寂
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
普
寂
の
影
響

と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
西
村
怜
の
研
究
（
（
（

に
よ
る
よ
う
に
、
江
戸

期
よ
り
大
乗
非
仏
説
論
や
『
天
経
惑
問
』
な
ど
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
仏
教
批
判
に
対
し
既
に
普
寂
ら
の
護
法
論
、
華
厳
等
の
研
究
に

依
っ
た
独
自
の
日
本
仏
教
思
想
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
黒
田
も
そ
の

系
譜
の
中
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

輪
島
聞
聲
へ
の
影
響

　
明
治
一
五
年
の
初
め
頃
、
輪
島
聞
聲
は
知
恩
院
の
大
学
林
に
お
い
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て
黒
田
の
講
義
を
聴
講
し
て
い
た
。『
聞
聲
尼

）
（
（

』
に
次
の
よ
う
に
あ

る
。

あ
る
日
講
師
の
黒
田
眞
洞
師
が
聞
聲
尼
を
見
て
、「
お
前
は
こ

こ
へ
何
を
し
に
来
た
の
だ
。」
と
い
っ
た
。
聞
聲
尼
は
「
浄
土

宗
の
学
問
を
し
に
来
た
の
で
す
。」
と
答
え
た
。
眞
洞
氏
は
続

い
て
言
っ
た
。「
そ
う
か
、
お
前
の
望
む
と
こ
ろ
の
学
問
を
す

る
に
は
性
相
を
研
究
し
な
け
れ
ば
駄
目
だ
。
そ
れ
に
は
泉
涌
寺

へ
行
く
が
よ
い
」
こ
う
言
っ
て
教
え
て
く
れ
た
。「
有
難
う
御

座
い
ま
す
。
た
だ
し
私
は
女
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
参
れ
ま
せ

ん
。」「
女
だ
？
そ
れ
な
ら
男
に
な
れ
。」
聞
聲
尼
は
こ
の
一
語

を
聞
い
て
、
お
お
そ
う
だ
、
法
門
に
男
女
の
区
別
は
な
い
筈
だ

っ
た
。
女
だ
と
思
っ
て
居
る
の
は
大
き
な
間
違
い
だ
っ
た
。
本

当
に
男
に
な
っ
て
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
思
っ
て
泉

涌
寺
へ
ゆ
く
決
心
を
し
た
。
そ
し
て
そ
の
年
の
休
暇
を
利
用
し

て
東
京
に
来
て
行
誡
上
人
に
そ
の
決
心
を
語
っ
た
。
上
人
は

「
眞
洞
師
の
謂
わ
れ
た
の
は
尤
も
だ
。
女
と
い
え
ど
も
行
け
ぬ

筈
は
な
い
。
男
女
の
区
別
は
仏
界
に
は
無
い
も
の
だ
。
泉
涌
寺

へ
行
く
は
大
い
に
宜
し
い
。
云
々
」

　

　

輪
島
が
後
に
、
尼
僧
に
限
ら
ず
一
般
の
女
性
の
教
育
の
た
め
の
学

校
設
立
に
尽
力
す
る
こ
と
と
な
っ
た
大
き
な
契
機
が
、
こ
の
時
点
に

あ
っ
た
。
ま
た
黒
田
の
指
導
と
福
田
行
誡
の
力
添
え
と
、
さ
ら
に
は

福
田
、
黒
田
の
両
師
が
共
に
男
女
の
差
を
問
題
と
し
な
い
教
育
に
対

す
る
姿
勢
が
あ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

以
後
、
明
治
一
九
年
に
黒
田
が
東
西
両
大
学
林
の
合
同
、
宗
学
本

校
の
創
設
に
奔
走
し
学
制
更
革
を
行
っ
て
い
た
こ
ろ
輪
島
は
尼
衆
学

校
設
立
の
建
議
を
し
、
黒
田
が
学
監
と
し
て
教
育
に
関
し
て
の
事
務

を
統
括
し
て
い
た
時
期
、
輪
島
は
明
治
二
四
年
の
普
通
女
学
校
設
立

願
を
提
出
し
て
い
る
。
浄
土
宗
内
の
教
育
に
つ
い
て
の
制
度
確
立
に

お
い
て
、
浄
土
宗
の
教
育
の
整
備
を
進
め
る
黒
田
と
並
行
す
る
か
の

よ
う
に
、
輪
島
は
尼
僧
に
限
ら
ず
一
般
女
性
の
学
校
設
立
、
運
営
を

敢
行
し
た
。

　

日
露
戦
争
も
終
局
を
迎
え
た
一
九
〇
五
年
（
明
治
三
八
年
）
黒
田

は
浄
土
宗
大
学
校
長
と
し
て
宗
務
よ
り
清
国
視
察
を
嘱
託
さ
れ
、
十

月
十
八
日
に
東
京
を
出
発
、
京
都
祖
廟
参
拝
、
専
門
科
へ
立
ち
寄
っ

た
の
ち
十
八
日
に
神
戸
よ
り
天
津
直
行
の
相
模
丸
で
渡
清
し
て
い
る）

（
（

。

　

こ
の
年
に
淑
徳
婦
人
会
の
事
業
と
し
て
淑
徳
女
学
校
内
に
清
韓
語

学
講
習
所
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
ひ
と
え
に
輪
島
聞
聲
の
努

力
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た）

（
（

。
淑
徳
婦
人
会
は
、
輪
島
が
学
校
経
営
に



─ 79 ─

有
力
な
後
援
を
得
る
こ
と
を
目
的
に
創
設
し
た
当
時
の
有
識
、
名
門

の
婦
人
の
会
合
団
体
で
あ
る
。

　

共
に
時
局
に
即
し
た
動
き
で
あ
り
、
語
学
に
目
を
向
け
、
教
育
を

行
う
場
を
迅
速
に
設
け
る
こ
と
等
は
、
現
在
の
教
育
状
態
か
ら
見
て

も
、
非
常
に
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　
黒
田
の
唯
識
と
の
関
わ
り

　

右
、
写
真
資
料
（
個
人
蔵
）
は
、
明
治
十
年
に
智
積
院
の
弘
現
に

よ
る
講
義
の
聞
き
書
き
を
黒
田
自
身
が
製
本
し
保
存
、
利
用
し
て
い

た
と
思
わ
れ
る
冊
子
の
冒
頭
部
で
あ
る
。『
成
唯
識
論
述
記
聴
書
』

と
題
さ
れ
、
扉
に
「
明
治
十
年
四
月
十
日
ゟ
至
十
一
月
三
日
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。「
明
治
十
年
丑
四
月
十
一
日
開
筵
于
華
頂
山　

前
智

積
院
高
原
大
和
尚
説
」
と
あ
り
、
こ
の
期
間
に
知
恩
院
で
宗
派
を
超

え
た
講
義
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
黒
田
蔵
書
の
『
成
唯

識
論
述
記
』
第
一
の
巻
末
に
明
治
十
五
年
九
月
三
十
八
席
講
此
巻

単
」
か
ら
は
じ
ま
り
明
治
二
十
八
年
ま
で
四
度
の
講
義
を
お
こ
な
い

講
了
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
書
入
れ
が
残
さ
れ
て
い
る
。
明
治
十
年

に
『
成
唯
識
論
述
記
』
の
講
義
を
受
け
て
以
来
、
自
ら
明
治
一
五
年

か
ら
二
十
八
年
ま
で
は
講
義
を
重
ね
て
行
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
、
少
な
く
と
も
こ
の
間
十
八
年
、『
成
唯
識
論
述
記
』
に
深
く
携

わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
。（
写
真
左　

個
人
蔵
）

　
　

　

ま
た
、
黒
田
の
蔵
書
中
、
普
寂
の
著
書
で
あ
る
『
摂
大
乗
論
釈
略

疏
』
の
分
科
の
巻
の
見
返
し
に
黒
田
の
筆
跡
に
て
「
徳
門
和
上
一
代

ノ
著
述
若
干
部
一
々
看
ル
ニ
暇
ア
ラ
ス
摂
論
ノ
疏
ノ
如
キ
ハ
実
ニ
希

代
ノ
重
宝
人
多
之
ヲ
知
ラ
ス
書
肆
ニ
并
テ
一
本
ヲ
得　

後
人
之
ヲ
述
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時
高
僧
ノ
著
シ
タ
ル
書
ト
同
一
視
ス
ヘ
カ
ラ
ス
著
述
中
ノ
可
否
ハ
学

者
ノ
取
捨
ス
ル
ト
コ
ロ
ニ
一
任
ス
唯
取
釈
ノ
論
本
ト
共
ニ
珍
宝
ス
ヘ

シ
摂
論
ノ
釈
ハ
天
下
只
此
疏
ア
ル
耳　

明
治
二
十
六
年
六
月　

沙
門

眞
洞
誌
」（
写
真
左　

個
人
蔵
）
と
あ
る
。

　
　

　

普
寂
の
『
摂
大
乗
論
釈
略
疏
』
を
『
摂
大
乗
論
』
の
最
も
優
れ
た

解
説
と
尊
重
す
る
姿
勢
か
ら
浄
土
律
の
影
響
と
、
唯
識
と
華
厳
の
思

想
が
黒
田
の
思
想
の
基
盤
に
あ
っ
た
。「
分
科
」、
即
ち
図
説
な
ど
を

重
用
す
る
合
理
的
な
面
も
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。

唯
心
の
思
想

　

黒
田
の
代
表
作
『
大
乗
仏
教
大
意

）
（
（

』
の
第
五
章
「
万
法
唯
心
」
に

つ
い
て
見
て
お
く
。『
大
乗
仏
教
大
意
』
の
構
成
は
、
緒
言
、
第
一　

施
教
綱
領
、
第
二　

解
脱
涅
槃
、
第
三　

業
報
因
果
、
第
四　

染
浄

因
縁
、
第
五　

万
法
唯
心
、
第
六　

宗
派
異
同
、
と
い
っ
た
構
成
で

述
べ
ら
れ
、「
万
法
唯
心
」
と
し
て
唯
心
思
想
が
こ
こ
で
も
中
心
に

据
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
注
目
し
た
の
が
、
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ

ー
で
あ
っ
た
。
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
が
『
大
乗
仏
教
大
意
』
を

『
金
剛
般
若
経
』
の
翻
訳
に
関
し
て
の
参
考
に
し
て
い
る
。
一
八
九

四
年
に
出
版
さ
れ
た
『
東
方
聖
典
』
第
四
九
巻
に
『
大
乗
仏
教
大

意
』、
第
五
「
万
法
唯
心
」
を
ほ
ぼ
一
章
全
文
に
わ
た
り
引
用
し
て

い
る）

（
（

。
こ
の
時
点
を
大
乗
仏
典
が
初
め
て
本
格
的
に
日
本
の
大
乗
仏

教
思
想
を
取
り
込
ん
で
翻
訳
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。

　

唯
心
を
基
本
に
据
え
た
例
と
し
て
、
黒
田
眞
洞
は
、
明
治
三
四
年

の
大
日
本
仏
教
青
年
会
の
夏
期
講
習
で
「
仏
教
教
義
上
の
唯
心
説
を

弁
じ
、
併
せ
て
弥
陀
の
実
在
を
説
明
す
」
と
題
し
た
講
義
を
行
い
。

心
の
種
類
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

經
論
の
中
に
肉
団
心
と
名
く
る
も
の
あ
り
こ
れ
は
医
方
明
即
古

代
印
度
に
医
学
上
説
き
し
も
の
に
し
て
根
本
仏
教
の
教
義
に
関

与
せ
ざ
る
も
の
な
る
べ
し
密
教
に
就
て
は
こ
れ
に
尚
深
秘
の
説

を
建
設
す
る
あ
り
今
は
説
明
す
べ
き
要
な
し
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又
質
多
心
と
名
く
る
も
の
あ
り
こ
れ
は
支
那
訳
に
縁
慮
心
と
云

ふ
攀
縁
慮
托
の
作
用
よ
り
名
け
し
も
の
な
り
心
の
実
体
固
よ
り

無
形
に
し
て
無
方
処
吾
人
全
身
の
中
に
就
て
心
の
存
在
処
を
尋

求
す
る
も
畢
竟
し
て
得
べ
か
ら
ず
然
れ
ど
も
外
界
に
接
触
す
る

場
合
に
は
善
悪
種
々
無
量
の
感
想
を
惹
起
す
縁
慮
の
字
義
は
縁

は
攀
縁
「
ヨ
ジ
リ
ツ
ク
」
心
の
発
生
現
起
す
る
に
は
必
ず
外
界

の
境
に
「
ヨ
ジ
リ
ツ
キ
」
生
起
す
亦
現
起
し
た
る
心
は
外
界
の

境
に
仗
托
し
て
種
々
に
分
別
し
思
慮
す
る
故
に
縁
慮
の
名
を
付

す
此
縁
慮
作
用
に
由
て
心
の
実
体
を
解
釈
す
之
が
麁
顯
な
る
心

性
を
數
へ
ば
眼
、
耳
、
鼻
、
舌
、
身
、
意
の
六
識
な
り
又
第
七

第
八
の
二
識
を
加
へ
て
八
識
と
な
す
細
か
な
る
こ
と
は
説
明
の

暇
な
し

要
す
る
に
六
識
は
境
あ
れ
ば
生
起
し
竟
滅
す
れ
ば
識
亦
滅
す
故

に
境
識
と
麁
識
と
も
波
浪
識
と
も
名
く
即
自
立
の
力
ら
な
く
し

て
他
の
境
界
の
因
縁
に
由
て
吾
人
の
身
辺
に
乱
起
乱
滅
す
る
幻

影
に
し
て
実
性
実
体
あ
る
こ
と
な
し
大
乗
の
経
論
中
之
を
呼
び

て
多
く
は
妄
心
、
妄
念
、
虚
妄
、
な
ど
の
名
を
用
ゆ

又
阿
頼
耶
識
と
名
く
る
も
の
あ
り
支
那
訳
に
て
蔵
識
と
も
無
沒

識
と
も
云
ふ
此
阿
頼
耶
識
は
万
有
の
当
体
を
指
し
て
阿
頼
耶
識

と
名
く
日
月
星
辰
山
林
河
海
宇
宙
間
萬
有
の
現
象
廣
遠
な
り
と

雖
も
吾
人
の
眼
界
の
及
ぶ
と
こ
ろ
智
能
の
達
す
る
と
こ
ろ
無
限

と
は
云
へ
ど
も
唯
一
箇
の
日
月
一
様
の
山
林
河
海
な
り
其
眼
界

智
能
の
及
ば
ざ
る
処
に
於
て
種
々
の
現
象
存
立
す
る
こ
と
な
し

と
は
数
理
上
承
認
成
し
難
き
こ
と
と
な
り
数
に
約
し
て
三
千
世

界
と
云
ひ
方
に
就
て
十
方
世
界
と
云
ふ
実
に
就
い
て
云
は
ヾ
唯

是
無
辺
際
な
り
此
無
限
の
万
有
虚
空
に
至
る
ま
で
そ
の
物
体
を

該
羅
総
称
し
て
阿
頼
耶
と
名
く
こ
の
阿
頼
耶
識
は
一
切
法
を
包

合
し
て
漏
ら
す
も
の
な
し
故
に
蔵
識
と
も
名
く
べ
き
な
り
瑜
伽
、

唯
識
、
起
信
、
な
ど
の
論
に
学
問
上
種
々
の
義
理
種
々
の
解
釈

あ
り
今
回
は
之
を
弁
ず
る
の
要
な
し

又
訖
哩
陀
邪
心
と
名
く
る
も
の
あ
り
支
那
譯
に
堅
実
心
と
云
ふ

万
有
存
立
の
理
体
常
恒
不
変
の
理
な
り
仏
教
上
に
真
如
と
も
真

理
と
も
云
ひ
又
法
性
、
仏
性
、
如
来
蔵
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
名
目

あ
り
皆
此
訖
哩
陀
邪
心
を
指
し
て
云
ふ
華
厳
経
、
法
華
経
、
涅

槃
経
な
ど
各
大
乗
経
典
の
教
義
は
此
心
を
根
底
と
し
て
建
設
し

た
る
仏
法
な
り

前
の
阿
頼
耶
識
な
る
も
の
と
此
訖
哩
陀
邪
心
な
る
も
の
と
は
事

理
の
二
類
空
有
の
区
別
性
相
の
不
同
あ
る
を
以
て
二
種
に
分
説

す
其
実
体
は
一
物
不
離
の
当
相
言
は
ヽ
紙
に
表
裏
の
別
あ
り
水

と
波
と
を
分
説
す
る
も
一
物
に
し
て
二
体
な
る
か
如
し
万
有
の



─ 82 ─

事
体
を
該
羅
惣
称
し
て
阿
頼
耶
と
な
し
万
有
貫
通
の
一
理
を
訖

哩
陀
邪
と
な
す
事
体
と
理
性
と
の
区
別
を
明
示
せ
ん
か
為
に
二

種
に
分
説
す
諸
大
乗
経
論
の
教
義
は
悉
く
此
二
種
の
心
の
上
に

建
設
し
無
量
の
教
義
参
互
錯
綜
し
て
啻
に
八
万
四
千
の
み
に
あ

ら
ず
等
し
く
大
乗
の
仏
法
を
顕
示
せ
ん
が
為
な
り
。

此
等
の
他
に
九
識
十
識
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
説
目
別
る
れ
と
も
仏

教
上
唯
心
の
教
義
を
説
明
す
る
に
心
其
も
の
は
何
を
指
し
て
心

と
名
く
る
や
と
云
ふ
問
題
に
對
し
大
畧
説
明
し
來
る
左
記
の
心

の
種
類
に
て
足
る
べ
し
と
思
ふ

第
一　

肉
団
心

第
二　

質
多
心

第
三　

阿
頼
耶
識

第
四　

訖
哩
陀
邪
心

　

使
わ
れ
て
い
る
言
葉
か
ら
華
厳
学
者
の
子
璿
に
よ
る
『
起
信
論
疏

筆
削
記
』
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る）

（
（

。

　

こ
の
夏
期
講
習
会
で
は
村
上
専
精
も
講
義
を
行
っ
て
い
る
。
村
上

に
は
『
仏
教
唯
心
論

）
（
（

』
と
し
て
没
後
出
版
さ
れ
た
、
大
正
七
年
起
筆

の
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
に
お
け
る
有
名
な
講
録
が
あ
る
。
黒
田

と
の
接
点
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
よ
り
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
。

村
上
は
『
仏
教
唯
心
論
』
序
章
第
三
章
「
心
の
異
名
」
に
お
い
て
次

の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

　

一
の
心
の
異
名
多
き
所
以
を
知
る
と
共
に
、
仏
教
の
謂
う
所

の
心
は
普
通
一
般
に
謂
う
所
の
心
と
、
同
一
視
す
べ
か
ら
ざ
る

や
推
し
て
知
る
べ
し
。
更
に
又
遡
り
て
古
来
伝
ふ
る
と
こ
ろ
の

梵
名
に
就
き
て
之
を
尋
ぬ
る
に
、
既
に
心
に
就
き
て
印
度
以
来

三
義
又
は
四
義
の
別
あ
り
と
す
。（
中
略
（『
最
勝
王
経
』
及
び

『
宗
鏡
録
』
の
引
用
が
あ
る
））

　

こ
の
宗
鏡
録
は
圓
覚
経
大
疏
の
説
を
移
せ
る
も
の
な
る
が
、

最
勝
王
経
疏
の
説
に
依
れ
ば
、
質
多
を
以
て
縁
慮
心
の
梵
語
な

り
と
す
。
然
る
に
宗
鏡
録
の
方
は
質
多
を
以
て
集
起
心
の
梵
語

と
な
す
。
二
者
孰
れ
が
是
な
り
や
と
い
う
に
、
元
来
質
多
耶
の

梵
語
に
縁
慮
と
集
起
と
の
両
義
を
含
有
す
る
が
故
に
、
二
書
各

其
の
一
義
を
取
れ
る
な
り
。
更
に
楞
伽
経
第
一
巻
細
註
倶
舎
論

光
記
第
四
巻
翻
釈
名
義
集
第
六
巻
等
参
照
す
べ
し
、
要
す
る
に

左
表
の
如
し
。（
起
信
論マ

マ筆
削
記
第
十
一
巻
十
六
丁
四
類
と
為

す
、
摩
訶
止
観
第
一
巻
之
一
初
丁
三
類
と
な
す
、）
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一
、
紇
利
陀
耶

肉
団
心

二
、
質
多
耶　

縁
慮
心

事

　
　
　
　
　
　

集
起
心

三
、
乾
栗
陀
耶

堅
実
心

理

　

村
上
は
出
典
を
正
確
に
示
し
、
黒
田
は
主
観
的
な
理
解
を
述
べ
て

い
る
が
、
幾
分
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
共
通
す
る
も
の
が
多
く
感
じ

ら
れ
る
。

終
り
に

　

黒
田
眞
洞
と
同
時
代
に
女
性
の
教
育
に
尽
力
し
た
輪
島
聞
聲
は
、

黒
田
眞
洞
の
指
導
と
福
田
行
誡
の
力
添
え
に
よ
り
当
時
初
め
て
泉
涌

寺
で
性
相
を
学
ん
だ
。
俱
舎
、
唯
識
を
根
本
と
す
る
日
本
仏
教
思
想

の
博
学
を
以
て
、
両
人
と
も
教
育
、
化
他
の
行
を
貫
い
た
。
明
治
中

期
か
ら
大
正
初
期
に
か
け
て
、
生
え
抜
き
の
教
育
背
景
を
持
っ
た
仏

教
思
想
家
が
教
育
を
担
っ
て
い
た
。
当
時
の
日
本
仏
教
の
思
想
界
は
、

例
え
ば
雲
藤
義
道
の
述
べ
る
よ
う
な
、「
長
い
歴
史
の
伝
統
に
か
ら

ま
れ
て
、
た
だ
ち
に
近
代
的
仏
教
の
成
果
た
る
原
始
仏
教
主
義
、
あ

る
い
は
根
本
仏
教
主
義
に
つ
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た）

（0
（

。」
と
い
う

低
迷
状
態
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
学
問
僧
に

よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
教
育
に
つ
い
て
も
、
非
常
に
合
理
的
に
整
備

さ
れ
て
い
た
。
ひ
い
て
は
東
京
帝
国
大
学
で
の
村
上
専
精
の
講
義
に

も
影
響
が
感
じ
ら
れ
る
。
他
方
、
欧
州
な
ど
で
は
ま
だ
進
化
論
な
ど

に
よ
る
、
唯
物
思
想
、
科
学
と
倫
理
、
宗
教
、
道
徳
規
範
と
の
相
反

に
苦
悩
し
て
い
た
。
仏
典
研
究
、
翻
訳
か
ら
多
く
の
思
想
的
ヒ
ン
ト

を
得
た
の
は
西
欧
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
福
田
行
誡
、
黒
田

眞
洞
、
輪
島
聞
聲
の
相
互
の
関
わ
り
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
男
女
間

の
差
異
も
問
題
に
し
な
い
自
由
な
思
想
が
、
浄
土
宗
の
学
校
教
育
の

整
備
に
つ
な
が
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

（　
『
聞
声
尼
』
谷
紀
三
郎　

大
正
九　

三
八

－

三
九
頁

（　
「
黒
田
眞
洞
上
人
」『
今
岡
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
』
二
一
五
―
二
二
一
頁

（　
『
近
世
仏
教
思
想
の
独
創
─
僧
侶
普
寂
の
思
想
と
実
践
─
』
ト
ラ
ン
ス
ビ

ュ
ー
、
二
〇
〇
八
年　

参
照

（　
『
浄
土
教
報
』
明
治
三
八
年
十
月
十
六
日
第
六
百
六
十
五
号
三
頁
、
十
月

二
三
日
第
六
百
六
十
六
号
五
頁

（　
『
聞
聲
尼
』
谷
紀
三
郎　

大
正
九　

一
一
六
頁

（　
『
大
乗
仏
教
大
意
』
黒
田
眞
洞　

佛
教
学
会　

明
治
二
十
六
年　

（　

T
he Sacred Books of the East vol.（（ , PA

RT
 II Introduction 

pp.xix 
こ
こ
で
ミ
ュ
ラ
ー
が
述
べ
る
黒
田
の
引
用
に
至
る
経
緯
は
お
よ
そ

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
―
『
金
剛
般
若
経
』
は
、
日
本
で
は
真
言
宗
を
中
心
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に
広
く
読
ま
れ
る
基
本
的
経
典
で
あ
り
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
か
ら
、
中

国
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
、
モ
ン
ゴ
ル
語
、
満
洲
語
と
広
く
翻
訳
、
普
及
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
、
中
国
語
か
ら
の
英
訳
は
、Rev. S. Beal

に
よ
り

『Journal of the Royal A
siatic Society

』 （（（（-（

に
て
出
版
、
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
、
お
よ
び
チ
ベ
ッ
ト
語
か
ら
の
独
語
訳
は
、
（
（
（
（
年
にM

. 
Schm

idt

に
よ
り
、『M

ém
oires de I'A

cadém
ie de St. Pétersbourg, 

tom
.

』tom
.iv, p.（（（.

に
掲
載
さ
れ
、M

, de H
arlez

は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

か
ら
の
仏
語
訳
を
一
八
九
三
年
に
『Journal A

siatique

』
に
発
表
す
る
等
、

既
に
多
く
の
欧
米
語
の
翻
訳
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
翻
訳
で

は
こ
の
経
典
の
真
意
を
欧
米
人
は
理
解
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
く
、
繰
り

返
し
の
多
い
経
典
の
形
式
か
ら
も
字
義
通
り
の
翻
訳
で
は
ナ
ン
セ
ン
ス
に
響

い
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
ミ
ュ
ラ
ー
は
一
八
九
三
年
九
月
の
シ
カ
ゴ
で
の
万

国
宗
教
大
会
で
こ
の
経
典
の
伝
え
る
大
乗
仏
教
の
思
想
は
現
在
の
日
本
の
仏

教
徒
に
と
っ
て
、
ご
く
一
般
的
、
基
礎
的
な
思
想
で
あ
る
こ
と
い
う
こ
と
を

知
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
会
会
場
で
は
、
黒
田
眞
洞
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
日

本
の
六
宗
派
の
学
者
等
に
よ
っ
て
厳
密
に
校
閲
さ
れ
た
大
乗
仏
教
の
概
要
が

配
布
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
示
さ
れ
た
基
本
原
理
の
解
説
を
引
用
す
る
こ

と
で
、
ミ
ュ
ラ
ー
自
身
が
行
っ
た
翻
訳
の
正
当
性
を
裏
付
け
る
も
の
と
で
き

る
と
考
え
る
に
至
っ
た
。
―

（　

大
正
新
修
大
蔵
経　

第
四
四
巻　

二
九
八
頁　
「
凡
言
於
心
。
然
有
其
四
。

一
者
梵
語
訖
利
馱
耶
。
此
云
肉
團
心
。
則
人
之
心
藏
也
。
其
色
赤
形
如
蓮
華
。

上
有
七
葉
。
色
法
所
攝
。
二
者
質
多
此
云
集
起
。
即
第
八
阿
頼
耶
識
。
以
能

集
諸
種
子
起
現
行
故
。
三
者
縁
慮
心
。
此
通
八
識
心
王
。
以
各
能
縁
慮
自
分

境
故
。
四
者
乾
栗
馱　

此
云
堅
實
心
。
謂
如
來
藏
自
性
清
淨
不
生
不
滅
心

也
。」

（　
『
仏
教
唯
心
論
』
村
上
専
精　

創
元
社　

昭
和
一
八
年　

（0　
『
明
治
の
佛
教
―
近
代
佛
教
史
序
説
―
』
雲
藤
義
道
著　

大
蔵
出
版　

現

代
佛
教
叢
書　

昭
和
三
一
年
一
〇
三
頁
参
照
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珍
海
撰
『
決
定
往
生
集
』
第
三
昇
道
決
定
に
見
ら
れ
る
現
生
不
退
説

服　

部　

純　

啓

一
、
は
じ
め
に

　

珍
海
撰
『
決
定
往
生
集
』
第
三
昇
道
決
定
で
は
、
娑
婆
世
界
の
衆

生
が
極
楽
へ
往
生
し
、
覚
り
を
得
る
に
至
る
過
程
が
論
じ
ら
れ
、
そ

の
中
に
不
退
に
関
す
る
論
述
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
も
そ
も
浄
土
教
に
お
け
る
不
退
説
に
つ
い
て
は
、
藤
原
了
然
氏

に
よ
っ
て
、「
眞
宗
義
が
護
信
の
當
體
に
往
生
の
業
事
成
辨
し
て
此

土
に
於
て
正
定
聚
（
不
退
の
位
）
に
入
る
と
解
す
る
此
土
不
退
説
を

取
る
の
に
對
し
て
、
他
の
多
く
は
彼
土
に
於
け
る
處
不
退
説
を
取

る
）
（
（

」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
不
退
（
正
定
聚
）
を
得
る
境
界

が
現
生
（
此
土
）
で
あ
る
か
、
往
生
後
（
彼
土
）
で
あ
る
の
か
と
い

う
点
に
着
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
特
に
現
生
不
退
あ

る
い
は
現
生
正
定
聚
の
思
想
は
、
親
鸞
に
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
真

宗
に
お
い
て
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

珍
海
の
不
退
説
に
つ
い
て
は
、
梯
信
暁
氏
が
昇
道
決
定
の
概
略
を

紹
介
す
る
中
で
、「
極
楽
は
不
退
の
浄
土
で
あ
る
か
ら
、
此
土
に
お

い
て
往
生
決
定
の
と
き
成
仏
が
確
定
す
る
。
こ
れ
は
外
凡
具
縛
常
没

の
世
俗
の
凡
夫
に
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る）

（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
文
言
で
は
必
ず
し
も
明
瞭
と
は
言
え
な
い
が
、
事
実
上
、
す
で

に
昇
道
決
定
で
の
珍
海
の
説
示
に
現
生
不
退
と
み
ら
れ
る
論
述
の
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
詳
細
な
内
容
紹
介
は
な
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
関
連
の
箇
所
を
抽
出
し
、
珍
海

の
現
生
不
退
説
を
辿
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
、
現
生
不
退
に
関
す
る
説
示

（
一
）
現
生
不
退
に
関
す
る
珍
海
の
立
場

　

昇
道
決
定
の
冒
頭
に
お
い
て
珍
海
は
、
ま
ず
『
無
量
寿
経
』
及
び

『
阿
弥
陀
経
』
を
引
用
し
、
不
退
に
関
す
る
基
本
的
な
理
解
を
以
下



─ 86 ─

の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

第
三
昇
道
決
定
者
、
雙
卷
經
云
、
惡
趣
自
然
閉
、
昇
道
無
二
窮

極
一。〈
云
云
〉
若
生
二
彼
國
一、
娑
婆
五
道
、
自
然
離
レ
之
。
離
二

五
道
因
一
故
云
レ
閉
也
。
得
レ
道
深
廣
故
無
極
也
。
又
、
纔
託
二

其
地
一、
便
得
不
退
一。
故
雙
卷
經
云
、
其
有
二
衆
生
一
生
二
彼
國
一

者
、
皆
悉
住
二
於
正
定
之
聚
一。〈
云
云
〉
正
定
卽
是
不
退
異
名
。

又
小
經
云
、
欲
レ
生
二
阿
彌
陀
佛
國
一
者
、
皆
得
レ
不
レ
退
二
轉
於

阿
耨
菩
提
一。〈
云
云）

（
（

〉

【
訓
読
】
第
三
に
昇
道
決
定
と
は
、『
雙
卷
經
』
に
云
く
、「
惡

趣
、
自
然
に
閉
ぢ
、
昇
道
窮
極
無
し
」
と
。〈
云
云
〉
若
し
彼

の
國
に
生
ず
れ
ば
、
娑
婆
の
五
道
、
自
然
に
こ
れ
を
離
る
。
五

道
の
因
を
離
る
る
故
に
「
閉
」
と
云
ふ
。
道
を
得
る
こ
と
深
廣

な
る
故
に
「
無
極
」
と
云
ふ
。
又
、
纔
か
に
其
の
地
に
託
す
れ

ば
、
便
ち
不
退
を
得
。
故
に
『
雙
卷
經
』
に
云
く
、「
其
れ
衆

生
有
り
て
彼
の
國
に
生
ず
れ
ば
、
皆
悉
く
正
定
の
聚
に
住
す
」

と
。〈
云
云
〉
正
定
は
卽
ち
是
れ
不
退
の
異
名
な
り
。
又
、『
小

經
』
に
云
く
、「
阿
彌
陀
佛
國
に
生
ぜ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
皆

阿
耨
菩
提
を
退
轉
せ
ざ
る
こ
と
を
得
」
と
。〈
云
云
〉

　

こ
こ
で
は
「
悪
趣
へ
の
道
は
自
然
に
閉
じ
、
覚
り
へ
の
道
を
昇
っ

て
ゆ
く
こ
と
に
極
ま
り
が
な
い
」
と
説
く
『
無
量
寿
経
』
の
一
節
に

対
し
て
、「
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る
と
娑
婆
世
界
の
五
道
の
因
を
自

然
に
離
れ
る
の
で
「
閉
」
と
言
い
、
修
行
道
を
得
る
こ
と
は
深
く
広

い
の
で
「
無
極
」
と
い
う
。
一
度
そ
の
地
（
極
楽
）
に
往
生
し
さ
え

す
れ
ば
不
退
の
位
を
得
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
一
節
に
お
け
る
不

退
に
関
し
て
珍
海
は
、『
無
量
寿
経
』
巻
下
の
冒
頭
に
「
極
楽
浄
土

に
往
生
す
る
と
、
み
な
こ
と
ご
と
く
、
正
定
聚
に
住
す
る
」
と
説
か

れ
て
い
る
箇
所
を
引
用
し
、「
正
定
」
が
「
不
退
」
の
異
名
で
あ
る

と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
阿
弥
陀
経
』
か
ら
、「
阿
弥
陀
仏
の

極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
い
と
欲
す
る
者
は
、
皆
、
無
上
正
等
菩
提
に

向
か
っ
て
不
退
転
と
な
る
」
と
い
う
取
意
文
を
提
示
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
経
文
で
は
、

①　

極
楽
へ
往
生
す
る
と
不
退（
正
定
聚
）と
な
る
【『
無
量
寿
経
』】

②　

極
楽
往
生
を
欲
す
る
者
は
、不
退
転
と
な
る
【『
阿
弥
陀
経
』】

と
い
う
二
通
り
の
説
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、『
阿
弥
陀

経
』
の
文
言
は
左
の
よ
う
で
あ
る
（
珍
海
の
取
意
文
と
の
対
応
箇
所

に
傍
線
を
付
す
る
）。
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舍
利
弗
、
若
有
レ
人
、
已
發
願
、
今
發
願
、
當
發
願
、
欲
レ
生
二

阿
彌
陀
佛
國
一
者
、
是
諸
人
等
、
皆
得
レ
不
レ
退
二
轉
、
於
阿
耨

多
羅
三
藐
三
菩
提
一、
於
二
彼
國
土
一、
若
已
生
、
若
今
生
、
若
當

生
）
（
（

。
【
訓
読
】
舍
利
弗
、
若
し
人
有
つ
て
、
已
に
發
願
し
、
今
發
願

し
、
當
に
發
願
し
て
阿
彌
陀
佛
國
に
生
ぜ
ん
と
欲
せ
ん
者
は
、

是
の
諸
人
等
、
皆
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
を
退
轉
せ
ざ
る
こ
と

を
得
て
、
彼
の
國
土
に
於
て
、
若
は
已
に
生
じ
、
若
は
今
生
じ
、

若
は
當
に
生
ぜ
ん
。

　

こ
こ
で
は
、「
過
去
、
現
在
、
未
来
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
の
極
楽

浄
土
へ
往
生
し
た
い
と
願
う
者
に
対
し
て
、
覚
り
か
ら
退
転
し
な
い

こ
と
を
得
て
、
極
楽
浄
土
へ
す
で
に
生
ま
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
い

ま
生
ま
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
未
来
に
生
ま
れ
る）

（
（

」
と
説
か
れ
、

「
欲
生
阿
彌
陀
佛
國
者
」
が
不
退
転
を
得
て
、
極
楽
へ
往
生
す
る
と

い
う
、
欲
生
→
得
不
退
転
→
往
生
と
い
う
順
序
に
よ
っ
て
不
退
が
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
無
量
寿
経
』
と
『
阿
弥
陀
経
』
の
経
説
に
対
し
て

珍
海
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
自
身
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

準
二
此
等
文
一、
彼
土
衆
生
決
定
成
二
就
無
上
菩
提
一。
豈
唯
彼
土

決
二
定
菩
提
一。
卽
此
界
中
、
已
得
二
決
定
一。
所
二
以
然
一
者
、
生
二

彼
國
一
者
、
壽
命
無
量
、
卽
生
必
至
二
一
生
補
處
一。〈
見
二
本
願
一

也
。〉
於
二
此
世
界
一
求
二
淨
土
一
者
、
決
定
往
生
故
亦
不
退
。）

（
（

【
訓
読
】
此
等
の
文
に
準
ず
る
に
、
彼
の
土
の
衆
生
は
決
定
し

て
無
上
菩
提
を
成
就
す
。
豈
に
唯
彼
の
土
に
し
て
菩
提
を
決
定

す
る
の
み
な
ら
ん
や
。
卽
ち
此
の
界
の
中
に
し
て
、
已
に
決
定

を
得
。
然
る
所
以
は
、
彼
の
國
に
生
ず
る
者
は
、
壽
命
無
量
に

し
て
、
卽
ち
生
ず
れ
ば
、
必
ず
一
生
補
處
に
至
る
。〈
本
願
に

見
え
た
り
。〉
此
の
世
界
に
淨
土
を
求
む
る
者
、
決
定
し
て
往

生
す
る
が
故
に
、
ま
た
不
退
な
り
。

　

珍
海
は
、「
極
楽
浄
土
の
衆
生
は
、
必
ず
こ
の
上
な
い
覚
り
を
成

就
す
る
。
ど
う
し
て
た
だ
極
楽
浄
土
に
お
い
て
覚
る
こ
と
が
決
定
す

る
の
み
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
こ
の
娑
婆
世
界
に
お
い
て
、
す
で

に
決
定
を
得
て
い
る
」
と
述
べ
て
、
覚
り
を
得
る
こ
と
が
娑
婆
に
お

い
て
決
定
し
て
い
る
と
明
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
娑

婆
に
お
い
て
菩
提
決
定
と
な
る
理
由
と
し
て
珍
海
は
、
極
楽
へ
往
生

す
る
者
が
「
壽
命
無
量
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
必
至
二
一
生
補
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處
一
」
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
、
弥
陀
の
本
願
に
そ
の
根
拠
を
求
め

て
い
る
。
そ
し
て
「
こ
の
娑
婆
世
界
に
お
い
て
浄
土
を
求
め
る
者
は
、

必
ず
往
生
す
る
の
で
、
ま
た
不
退
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に

「
ま
た
」
と
い
う
の
は
、
極
楽
浄
土
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
こ
の

娑
婆
世
界
に
お
い
て
も
「
ま
た
」
不
退
で
あ
る
、
と
の
趣
旨
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

上
記
の
よ
う
な
「
壽
命
無
量
」
と
「
必
至
二
一
生
補
處
一
」
を

『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
四
十
八
願
に
求
め
る
と
、
第
十
五
「
眷
属

長
寿
願
」、
第
二
十
二
「
必
至
補
処
願
」
が
該
当
す
る
。
そ
の
願
文

を
提
示
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
寿
命
無
量
】

〇
第
十
五
「
眷
属
長
寿
願
」

設
我
得
レ
佛
、
國
中
人
天
、
壽
命
無
二
能
限
量
一。
除
二
其
本
願
脩

短
自
一
在
。
若
不
レ
爾
者
、
不
レ
取
二
正
覺）

（
（

一。

【
訓
読
】
設
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
國
中
の
人
天
、
壽
命

能
く
限
量
無
か
ら
ん
。
其
の
本
願
あ
つ
て
脩
短
自
在
な
ら
ん
を

ば
除
く
。
若
し
爾
ら
ず
ん
ば
正
覺
を
取
ら
じ
。

【
一
生
補
処
】

〇
第
二
十
二
「
必
至
補
処
願
」

設
我
得
佛
、
他
方
佛
土
、
諸
菩
薩
衆
、
來
二
生
我
國
一、
究
竟
必

至
二、
一
生
補
處
一。
除
下
其
本
願
、
自
在
所
レ
化
、
爲
二
衆
生
一
故
、

被
二
弘
誓
鎧
一、
積
二
累
德
本
一、
度
二
脫
一
切
一、
遊
二
諸
佛
國
一、
修
二

菩
薩
行
一、
供
二
養
十
方
、
諸
佛
如
來
一、
開
二
化
恆
沙
無
量
衆
生
一、

使
㆖レ

立
二
無
上
正
眞
之
道
一。
超
二
出
常
倫
、
諸
地
之
行
一
現
前
、

修
二
習
暜
賢
之
德
一。
若
不
レ
爾
者
、
不
レ
取
二
正
覺）

（
（

一。

【
訓
読
】
設
し
我
れ
佛
を
得
た
ら
ん
に
、
他
方
佛
土
の
、
諸
の

菩
薩
衆
、
我
が
國
に
來
生
せ
ば
、
究
竟
し
て
必
ず
一
生
補
處
に

至
ら
ん
。
其
の
本
願
あ
つ
て
、
自
在
に
化
す
る
所
、
衆
生
の
爲

の
故
に
、
弘
誓
の
鎧
を
被
り
て
、
德
本
を
積
累
し
、
一
切
を
度

脫
し
、
諸
佛
の
國
に
遊
び
て
、
菩
薩
の
行
を
修
し
、
十
方
の
諸

佛
如
來
を
供
養
し
、
恆
沙
無
量
の
衆
生
を
開
化
し
て
、
無
上
正

眞
の
道
を
立
て
使
め
ん
を
ば
除
く
。
常
倫
諸
地
の
行
を
超
出
し
、

現
前
に
暜
賢
の
德
を
修
習
せ
ん
。
若
し
爾
ら
ず
ん
ば
正
覺
を
取

ら
じ
。

（
二
）
現
生
不
退
説
の
根
拠

　

次
い
で
珍
海
は
、「
初
心
の
菩
薩
が
こ
の
娑
婆
世
界
に
止
ま
っ
た

ま
ま
で
い
る
と
、
菩
提
に
対
し
て
決
定
し
た
も
の
（
正
定
）
と
は
な
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ら
な
い
」
と
し
て
、『
大
乗
起
信
論
』（
以
降
『
起
信
論
』
と
略
す
）

等
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
て
い
る
。

初
心
菩
薩
、
若
二
住
此
界
一、
於
二
大
菩
提
一、
則
不
二
決
定
一。
故
起

信
論
云
、
初
學
之
人
恐
二
怖
退
失
一。
得
レ
生
二
淨
土
一、
終
無
レ
有
レ

退
。
常
見
レ
佛
故
。〈
取
意
〉
應
レ
知
。
經
言
、
願
二
欲
生
一
時
、

已
不
退
者
決
定
應
レ
生
二
不
退
處
一。
故
稱
讃
淨
土
經
云
、
如
説

行
者
、
一
切
定
於
二
阿
耨
菩
提
一
得
二
不
退
轉
一。
一
切
定
生
二
極

樂
世
界
一。〈
略
鈔
〉
又
觀
經
説
、
下
品
生
人
生
二、
彼
國
一
已
、

七
七
日
蓮
華
乃
敷
、
遇
二
觀
世
音
一
發
二
菩
提
心
一、
經
二
十
小
劫
一

方
入
二
初
地
一。（
中
略
）
此
等
衆
生
、
生
二
彼
國
一
已
、
經
久
乃

發
二
大
菩
提
心
一、
入
二
不
退
位
一。
世
俗
凡
夫
、
常
沒
之
類
、
寧

可
二
於
レ
中
自
憚
㆒レ

非
レ
分）

（
（

。

【
訓
読
】
初
心
の
菩
薩
、
若
し
此
の
界
に
住
す
れ
ば
、
大
菩
提

に
於
て
則
ち
決
定
せ
ず
。
故
に
『
起
信
論
』
に
云
く
、「
初
學

の
人
は
退
失
を
恐
怖
る
。
淨
土
に
生
ず
る
こ
と
を
得
れ
ば
、
終

に
退
有
る
こ
と
無
し
。
常
に
佛
を
見
る
が
故
に
。」〈
取
意
〉
ま

さ
に
知
る
べ
し
。
經
に
言
く
、「
生
ぜ
ん
と
願
欲
す
る
時
、
已

に
不
退
な
れ
ば
決
定
し
て
ま
さ
に
不
退
の
處
に
生
ず
べ
し
。」

故
に
『
稱
讃
淨
土
經
』
に
云
く
、「
如
説
に
行
ず
る
者
は
、
一

切
定
ん
で
阿
耨
菩
提
に
於
て
不
退
轉
を
得
、
一
切
定
ん
で
極
樂

世
界
に
生
ず
」
と
。〈
略
鈔
〉
又
『
觀
經
』
に
説
か
く
、「
下
品

生
の
人
、
彼
の
國
に
生
じ
已
り
て
、
七
七
日
に
し
て
蓮
華
乃
ち

敷
け
、
觀
世
音
に
遇
ひ
て
菩
提
心
を
發
し
、
十
小
劫
を
經
て
ま

さ
に
初
地
に
入
る
」
と
。（
中
略
）
此
等
の
衆
生
、
彼
の
國
に

生
じ
已
り
て
、
經
久
に
乃
ち
大
菩
提
心
を
發
し
、
不
退
の
位
に

入
る
。
世
俗
の
凡
夫
、
常
没
の
類
、
寧
ぞ
中
に
於
て
自
ら
分
に

非
ず
と
憚
る
べ
け
ん
や
。

　

こ
こ
で
は
、「
発
心
し
た
ば
か
り
の
菩
薩
が
、
こ
の
世
界
に
ど
と

ま
っ
た
ま
ま
で
は
、
と
う
て
い
不
退
転
を
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
不

確
定
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、『
起
信
論
』
の
文
言
を
引
い
て
「
初
学

の
人
は
退
失
を
恐
れ
る
。
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
、
永

遠
に
退
失
す
る
こ
と
は
無
い
。
常
に
仏
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら

で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　

珍
海
は
引
き
続
き
「
経
に
は
、
往
生
し
た
い
と
願
い
欲
す
る
と
き
、

す
で
に
不
退
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
不
退
の
場
所
に
生
ま
れ
る
で
あ
ろ

う
」
と
私
見
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
娑
婆
世
界
で
往
生
を

願
っ
た
時
点
で
す
で
に
不
退
を
得
て
い
る
と
明
言
し
、
不
退
の
場
所

つ
ま
り
極
楽
浄
土
へ
必
ず
往
生
（
決
定
往
生
）
す
る
こ
と
は
、
現
生
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に
お
い
て
得
る
不
退
が
起
因
と
な
る
と
い
う
因
果
関
係
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
身
の
見
解
に
つ
い
て
珍
海
は
、『
称

讃
浄
土
仏
摂
受
経
』（
以
降
『
称
讃
浄
土
経
』
と
記
す
）
の
取
意
文

を
援
用
し
、「
仏
の
説
か
れ
た
通
り
に
修
行
す
る
者
は
み
な
、
必
ず

無
上
正
等
菩
提
に
対
し
て
不
退
を
得
て
、
必
ず
極
楽
往
生
す
る
」
と

説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
覚
り
に
対
し
て
不
退
を
得
た
後
に
極

楽
へ
往
生
す
る
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
珍
海
が
『
起
信
論
』
引
用
の
直
後
に
「
經
に
言
く
」
と
い

う
そ
の
「
経
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
文
言
通
り
の
経

典
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
珍
海
が
取
意
し
た
も
の
に
違

い
な
い
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
先
に
示
し
た
『
阿
弥
陀
経
』
が
該

当
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
往
生
と
不
退
の
関

係
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
經
に
言
く
」
以
下
の
文
で
は
不
退
に
関
し

て
、
願
欲
往
生
→
得
不
退
→
往
生
と
い
う
順
序
で
私
見
が
示
さ
れ
て

お
り
、
先
の
『
阿
弥
陀
経
』
の
経
文
に
お
い
て
も
同
様
に
願
欲
往
生

→
得
不
退
→
往
生
と
い
う
順
序
で
の
説
示
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う

共
通
性
が
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
続
い
て
引
か
れ
る
異

訳
で
あ
る
『
称
讃
浄
土
経
』
の
経
文
の
箇
所）

（0
（

が
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る

と
い
う
点
が
あ
る
。
以
上
、
珍
海
は
『
阿
弥
陀
経
』
に
依
っ
て
、
現

生
に
お
い
て
不
退
を
得
て
い
る
か
ら
こ
そ
不
退
の
場
所
に
往
生
す
る

の
だ
と
い
う
解
釈
を
示
し
、『
称
讃
浄
土
経
』
を
援
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
自
説
を
立
て
た
と
い
え
よ
う
。

三
、
お
わ
り
に

　

以
上
、
珍
海
の
『
決
定
往
生
集
』
第
三
昇
道
決
定
に
お
け
る
説
示

の
中
か
ら
、
現
生
不
退
説
に
関
す
る
箇
所
を
抽
出
し
、
内
容
を
検
討

し
た
。
珍
海
は
『
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
正
定
聚
に
関
す
る
説
示
に

よ
っ
て
、
極
楽
へ
往
生
す
る
と
不
退
位
と
な
り
覚
り
を
得
る
と
い
う

従
来
の
理
解
を
示
し
な
が
ら
も
、『
阿
弥
陀
経
』
や
『
称
讃
浄
土
経
』

の
説
示
に
よ
っ
て
、
極
楽
往
生
を
願
う
人
が
、
現
生
に
お
い
て
不
退

を
得
て
い
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。

（　

藤
原
了
然
「
浄
土
宗
義
に
於
け
る
不
退
論
考
」（『
佛
教
大
学
研
究
紀
要
』

通
巻
第
三
十
五
号
、
一
九
五
八
）
二
二
一
頁
。

（　

梯
信
暁
「
珍
海
『
決
定
往
生
集
』
の
一
考
察
」（
浅
井
成
海
編
『
日
本
浄

土
教
の
形
成
と
展
開
』
二
〇
〇
四
、
法
蔵
館
）
一
二
七
頁
。

（　

本
研
究
で
は
、
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
所
蔵
、「
元
禄
九
年
版
『
決
定
往

生
集
』」（『
元
禄
本
』
と
表
記
す
る
）
を
底
本
と
定
め
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
『
元
禄
本
』
の
丁
数
と
併
せ
て
、『
大
正
』、『
浄
全
』
の
対
応
頁

も
記
載
す
る
。

　
『
決
定
往
生
集
』（『
元
禄
本
』
二
二
丁
右
～
二
二
丁
左
・『
大
正
』
八
四
、
一

〇
六
頁
下
・『
浄
全
』
一
五
、
四
八
二
頁
下
）
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（　
『
阿
弥
陀
経
』（『
浄
全
』
一
、
五
五
頁
九
～
一
一
行
）

（　
『
阿
弥
陀
経
』
の
一
節
に
関
し
て
坪
井
俊
映
『
浄
土
三
部
経
概
説
』（
一
九

九
六
、
法
蔵
館
）
六
三
三
頁
で
は
、「
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
往
生
し
た
い
と

願
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
か
の
阿
弥
陀
仏
国
に
す
で
に
（
過
去
）
往
生
し
、
今

生
に
往
生
し
、
未
来
世
に
お
い
て
往
生
し
て
、
必
ず
『
さ
と
り
』
を
ひ
ら
く

こ
と
が
で
き
る
不
退
位
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
、
往
生
→
入

不
退
の
順
序
に
よ
っ
て
講
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（　
『
決
定
往
生
集
』（『
元
禄
本
』
二
二
丁
左
・『
大
正
』
八
四
、
一
〇
六
頁

下
・『
浄
全
』
一
、
四
八
二
頁
下
）

（　
『
無
量
寿
経
』（『
浄
全
』
一
、
七
頁
）

（　
『
無
量
寿
経
』（『
浄
全
』
一
、
八
頁
）

（　
『
決
定
往
生
集
』（『
元
禄
本
』
二
三
丁
右
～
二
三
丁
左
・『
大
正
』
八
四
、

一
〇
六
頁
下
～
一
〇
七
頁
上
・『
浄
全
』
一
五
、
四
八
二
頁
下
～
四
八
三
頁

上
）

（0　

坂
上
雅
翁
「
禅
林
寺
本
『
決
定
往
生
集
』
の
研
究
（
一
）
～
（
三
）」

（『
淑
徳
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
二
～
三
四
号
、
一
九
九
三
～
一
九
九

五
）
に
お
い
て
、
詳
細
な
典
拠
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
の
『
称
讃

浄
土
経
』
の
典
拠
に
関
し
て
も
坂
上
氏
の
研
究
に
基
づ
い
た
。
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日
本
近
世
に
お
け
る
寺
檀
制
度
再
考

林　
　
　

宏　

俊

は
じ
め
に

　

わ
れ
わ
れ
浄
土
宗
教
師
が
行
う
法
務
に
は
、
家
を
単
位
と
し
て
、

そ
の
家
の
葬
祭
供
養
を
独
占
的
に
行
う
関
係
に
よ
る
も
の
が
あ
る
。

こ
う
し
た
関
係
は
、
江
戸
時
代
に
「
民
衆
の
家
が
広
汎
に
形
成
さ

れ
」
た
こ
と
に
よ
り
、「
同
族
団
結
合
の
紐
帯
と
し
て
祖
先
崇
拝
が

発
生
し
、
特
定
寺
院
を
菩
提
寺
と
し
て
関
係
を
固
定
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
」
形
成
さ
れ
、
寺
檀
関
係
と
呼
ば
れ
て
い
る）

（
（

。

　

寺
檀
関
係
は
近
世
の
幕
藩
権
力
に
よ
っ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
や

民
衆
統
制
の
た
め
に
制
度
化
さ
れ
た
。
展
開
過
程
に
お
い
て
「
寺
院

が
檀
家
の
葬
祭
供
養
を
独
占
的
に
と
り
行
う
こ
と
を
条
件
に
、
寺
と

檀
家
の
間
に
と
り
結
ば
れ
た
関
係
」
で
、「
さ
ま
ざ
ま
な
名
目
で
の

経
済
的
負
担
」
を
も
強
い
ら
れ
た
「
寺
が
檀
家
を
完
全
に
人
身
支
配

し
た
制
度
」
で
あ
っ
た）

（
（

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
寺
檀
制
度
は
、

戦
後
近
世
仏
教
史
研
究
の
成
果
で
あ
る
辻
善
之
助
氏
の
い
わ
ゆ
る

「
近
世
仏
教
堕
落
」
論）

（
（

の
大
き
な
柱
の
一
つ
で
も
あ
る
。

　

今
日
こ
の
よ
う
な
寺
院
と
檀
那
の
関
係
が
綻
び
を
見
せ
始
め
て
お

り
、
こ
れ
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ
と
は
決
し
て
無
駄
で
は
な
か
ろ
う
。

小
稿
は
寺
檀
制
度
に
つ
い
て
「
幕
藩
権
力
と
寺
院
・
檀
那
」
と
い
う

政
策
レ
ベ
ル
の
視
角
を
意
識
し
つ
つ
、
離
檀
争
論
を
通
し
て
考
察
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一　

寺
檀
制
度
を
め
ぐ
る
法
令

　

寺
檀
制
度
が
幕
府
法
令
に
基
づ
く
制
度
で
あ
る
以
上
、
寺
檀
制
度

を
め
ぐ
る
幕
府
法
令
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
別
稿
で
言
及
し
た
の
で）

（
（

、
こ
こ
で
は
要
点
の
み
に
と
ど
め
る
。

　

寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）、
江
戸
幕
府
が
発
布
し
た
「
諸
宗
寺
院

法
度
」
第
四
条
に
お
い
て
「
一
、
檀
越
之
輩
、
雖
為
何
寺
、
可
任
其
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心
得
、
僧
侶
方
不
可
相
争
事）

（
（

」
と
寺
院
と
檀
那
の
関
係
は
僧
侶
（
寺

院
）
側
で
争
う
こ
と
で
は
な
い
、
と
規
定
し
た
の
が
、
近
世
を
通
し

て
の
原
則
で
あ
る
。

　

幕
府
は
日
常
的
行
政
を
処
理
し
た
り
遠
国
奉
行
や
大
名
か
ら
の
問

い
合
わ
せ
に
対
応
す
る
た
め
、
先
例
書
や
問
答
集
を
作
成
し
て
い
た
。

こ
こ
で
前
述
の
法
度
の
内
容
は
、
離
檀
が
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と

し
た
上
で
、
次
の
条
件
を
満
た
せ
ば
離
檀
は
認
め
て
も
よ
い
、
と
規

定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

（
（

。
①
や
む
を
え
な
い
理
由
が
あ
る
。
②
寺

院
と
檀
那
の
双
方
が
納
得
し
て
い
る
。
③
ほ
か
に
支
障
が
な
い
。
し

か
し
、
①
～
③
の
要
件
が
一
つ
で
も
満
た
さ
れ
な
い
場
合
は
、
認
め

ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

二　

寺
檀
制
度
を
め
ぐ
る
寺
院
と
檀
那

１　

寛
政
期
の
離
檀
一
件

　

寺
檀
制
度
上
に
お
け
る
寺
院
と
檀
那
の
関
係
を
考
察
す
る
に
際
し
、

山
城
国
乙
訓
郡
調
子
村
で
起
こ
っ
た
浄
土
宗
寺
院
と
檀
那
の
離
檀
争

論
を
取
り
上
げ
た
い
。
調
子
村
は
、
太
閤
検
地
に
よ
っ
て
二
一
七
石

三
斗
三
升
七
合
の
村
と
し
て
村
立
て
さ
れ
、
七
〇
石
が
調
子
家
領
、

残
り
一
四
七
石
余
が
蔵
入
地
の
相
給
村
と
な
っ
た）

（
（

。
そ
の
後
、
蔵
入

地
の
一
四
七
石
余
は
公
家
の
正
親
町
家
領
と
な
り
、
明
治
維
新
ま
で

村
高
や
領
知
に
変
化
は
生
じ
て
い
な
い
。

　

相
給
村
に
お
け
る
領
主
の
土
地
支
配
と
人
身
支
配
に
つ
い
て
、
土

地
も
人
身
も
そ
れ
ぞ
れ
の
領
主
の
支
配
に
所
属
し
て
い
た
が
、
百
姓

の
所
持
田
畑
の
所
属
す
る
領
主
と
百
姓
た
ち
の
人
身
的
に
所
属
す
る

領
主
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
い
う）

（
（

。
こ
の
調
子
村
も
土
地
支

配
で
は
例
外
で
は
な
か
っ
た
が
、
人
身
支
配
で
は
他
の
相
給
村
で
み

ら
れ
る
よ
う
な
百
姓
分
け
は
行
わ
れ
ず
、
村
の
百
姓
は
全
員
調
子
家

の
百
姓
と
さ
れ
て
い
た
。
正
親
町
家
は
、
毎
年
米
八
〇
石
が
年
貢
と

し
て
上
納
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
に
、
正
親
町
家
領
庄
屋
の
任
免
も
含

め
て
す
べ
て
を
調
子
家
に
委
ね
て
い
た
た
め
、
調
子
家
が
村
全
体
に

卓
越
し
た
領
主
権
を
保
有
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
二
月
、
調
子
村
百
姓
の
う
ち
浄
土
宗

安
養
院
の
檀
那
で
あ
っ
た
三
十
三
軒
の
者
た
ち
は
、
人
身
的
領
主
で

あ
る
調
子
家
に
対
し
て
、
同
寺
か
ら
離
檀
し
て
同
じ
く
浄
土
宗
の
安

楽
寺
の
檀
那
と
な
る
こ
と
を
願
い
出
た
。

　

安
養
院
は
、
同
郡
山
崎
庄
に
あ
る
知
恩
院
末
の
寺
院
で
、
明
治
維

新
の
頃
の
檀
家
数
は
三
十
余
軒
で
あ
っ
た
か
ら
、
檀
那
の
大
半
は
調

子
村
に
住
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る）

（
（

。
一
方
の
安
楽
寺
は
、
調
子
村
に

あ
る
浄
土
宗
無
本
寺
の
寺
院
で）

（0
（

、
一
件
の
起
こ
っ
た
寛
政
年
間
に
は
、

村
の
百
姓
と
の
間
に
一
定
の
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
寛
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政
元
年
（
一
七
八
九
）
よ
り
僧
俊
雄
に
よ
る
安
楽
寺
の
中
興
が
あ
り）

（（
（

、

同
五
年
に
は
再
建
を
調
子
家
に
願
い
出
て
い
る）

（（
（

。
こ
れ
に
際
し
て
、

庄
屋
で
あ
っ
た
又
兵
衛
は
寺
地
が
狭
い
の
で
、
自
身
の
田
地
よ
り
十

坪
を
寄
進
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
い
う）

（（
（

。

　

さ
て
、
安
養
院
か
ら
の
離
檀
に
際
し
て
、
調
子
村
の
「
檀
家
中
」

は
、
調
子
家
に
対
し
て
以
下
の
「
乍
恐
奉
願
上
口
直
書
」
を
提
出
し

た
）
（（
（

。
一
、
此
度
山
崎
安
養
院
当
村
方
檀
家
中
勝
手
悪
敷
候
ニ
付
、
銀

子
三
百
五
拾
目
相
渡
シ
応
対
之
上
、
宗
旨
印
形
農
家
三
拾
三

軒
送
り
等
、
安
楽
寺
江
被
相
渡
候
様
ニ
致
度
候
、
此
段
御
本

所
様
江
御
願
奉
申
上
候
、
此
儀
村
方
之
御
助
ニ
相
成
候
儀
ニ

御
座
候
故
、
何
卒
此
旨
御
聞
済
被
為　

下
候
ハ
ヽ
有
難
奉
存

候
、
以
上

　

こ
の
口
直
書
で
、「
檀
家
中
」
は
離
檀
の
理
由
に
つ
い
て
、「
勝
手

悪
敷
候
」
と
す
る
だ
け
で
具
体
的
な
理
由
に
つ
い
て
は
述
べ
て
い
な

い
。
ま
た
、
離
檀
に
あ
た
っ
て
、「
檀
家
中
」
は
「
銀
子
三
百
五
拾

目
」
を
安
養
院
に
渡
し
、「
宗
旨
印
形
」
な
ど
を
安
楽
寺
に
引
き
受

け
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
領
主
で
あ
る
調
子
家
に
対
し
て
は
、

こ
の
離
檀
が
「
村
方
之
御
助
」
に
な
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
今
回
の
離
檀
一
件
は
「
檀
家
中
」
が
具
体
的
な
離
檀
の
理

由
を
挙
げ
ず
に
一
方
的
に
言
い
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
寺
檀
関
係
を

一
定
の
金
銭
で
も
っ
て
変
更
が
可
能
で
あ
る
、
と
認
識
し
て
い
た
の

で
あ
っ
た）

（（
（

。

　

一
方
、
安
養
院
は
離
檀
の
要
求
に
黙
っ
て
納
得
し
な
か
っ
た
。
安

養
院
は
「
檀
家
中
」
か
ら
の
離
檀
要
求
を
受
け
て
、
調
子
家
に
対
し

て
次
の
よ
う
な
「
御
願
申
口
上
書
」
を
提
出
し
た
の
で
あ
る）

（（
（

。

一
、
山
崎
安
養
院
義
者
、
当
組
内
ニ
而
惣
本
山
直
末
ニ
御
座
候
、

然
ル
所
、
其
御
領
内
三
十
余
軒
之
御
百
姓
方
、
従
古
来
右
安

養
院
旦
家
ニ
而
国
政
之
宗
印
等
仕
来
候
所
、
当
春
ニ
相
成
、

御
領
地
之
安
楽
寺
と
申
候

（
合
カ
）金

銀
借
用
ニ
付
、
寺
送
り
指
遣
由

承
り
驚
入
奉
存
候
、
右
金
銀
ニ
而
大
切
之
旦
家
売
買
い
た
し

候
儀
ハ
、
厳
敷
御
制
禁
御
座
候
所
、
右
之
存
寄
ニ
哉
、
組
中

幷
旦
中
江
も
無
沙
汰
、
一
分
之
了
簡
を
以
送
り
手
形
指
遣
候

儀
、
甚
不
審
奉
存
候
、
組
幷
旦
中
得
心
上
、
印
形
相
揃
候
上

之
事
ニ
候
ハ
ヽ
、
可
然
事
も
可
有
御
座
由
ニ
奉
存
候
、
寔
ニ

寺
旦
之
儀
重
き
事
ニ
奉
存
候
、
安
養
院
末
代
、
旦
那
末
代
、

住
持
ハ
一
代
切
之
も
の
ニ
御
座
候
所
、
容
易
大
切
之
旦
那
を

売
買
致
候
義
ハ
、
決
而
難
相
成
義
奉
存
候
、
何
卒
御
地
頭
職

之
御
威
光
を
以
、
御
領
内
御
百
姓
方
古
来
仕
来
之
通
、
安
養

院
へ
致
帰
伏
帰
旦
候
様
ニ
被
仰
付
被
下
置
候
ハ
ヽ
、
組
一
統
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ニ
大
慶
仕
候
、
出
来
之
趣
御
賢
察
被
成
下
候
上
ニ
而
、
御
憐

愍
を
以
、
右
御
願
申
上
候
義
御
聞
済
被
下
置
、
御
百
姓
方
江　

　
　
（
後
欠
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
離
檀
を
要
求
し
て
い
る
「
旦
家
」
は
、
安
養
院

が
古
く
か
ら
「
国
政
之
宗
印
」
を
行
っ
て
き
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。

そ
の
者
た
ち
が
突
然
離
檀
を
要
求
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、

離
檀
す
る
側
か
ら
金
銭
を
貰
う
こ
と
は
檀
那
を
売
買
す
る
こ
と
に
な

り
、
そ
れ
は
「
厳
敷
御
制
禁
」
の
行
為
で
あ
り
、「
大
切
之
旦
那
」

を
売
買
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
の
認
識
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
寺
院
と
「
旦
中
」
が
納
得
し
た
上
で
、
印

形
が
揃
え
ば
離
檀
は
認
め
る
が
、
今
回
の
よ
う
な
一
方
的
な
離
檀
は

不
審
で
あ
る
と
述
べ
、
領
主
で
あ
る
調
子
家
の
御
威
光
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
通
り
安
養
院
の
檀
那
で
あ
る
よ
う
に
仰
せ
付
け
て
ほ
し
い
、

と
檀
那
と
の
関
係
の
現
状
維
持
の
斡
旋
を
依
頼
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
離
檀
一
件
に
つ
い
て
、
解
決
を
記
し
た
史
料
は
確
認
で
き

て
い
な
い
が
、
こ
の
離
檀
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、
安
養
院
と
調
子
村
に
住
む
檀
那
と
の
間
に
は
、
以
前
に
も
今

回
と
同
様
の
争
論
が
あ
っ
た
。
こ
の
の
ち
文
久
年
間
に
両
者
が
争
論

を
繰
り
広
げ
た
際
に
、
安
養
院
が
「
明
和
か
安
永
之
頃
、
檀
家
事
ニ

付
、
公
辺
ニ
相
成
候
而
彼
是
致
し
候
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

今
回
の
一
件
の
約
二
～
三
十
年
前
に
も
寺
檀
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
争

論
を
起
こ
し
て
い
た
の
で
あ
る（
18
（

。

　

こ
の
一
件
に
お
い
て
、「
檀
家
中
」
は
具
体
的
な
理
由
を
明
ら
か

に
し
な
い
ま
ま
に
離
檀
を
要
求
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
寺
院
は
そ

れ
に
納
得
せ
ず
頑
な
に
拒
否
し
た
。
寺
院
に
と
っ
て
檀
那
と
の
関
係

は
、
国
政
の
宗
印
を
行
っ
て
き
た
と
い
う
行
政
的
側
面
で
あ
り
、
そ

の
関
係
を
金
銭
で
売
買
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ざ
る
行
為
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
、
寺
院
が
檀
那
の
葬
祭
や
供
養
を
行
っ
て
き
た
信
仰
的
側
面

は
看
取
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

２　

文
久
期
の
離
檀
一
件

　

寛
政
期
の
離
檀
一
件
か
ら
約
五
〇
年
が
経
過
し
た
文
久
元
年
（
一

八
六
一
）、
調
子
村
の
檀
那
は
三
た
び
安
養
院
か
ら
離
檀
し
よ
う
と

し
た
。
檀
那
た
ち
に
よ
る
離
檀
の
願
書
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同

年
三
月
に
領
主
正
親
町
家
へ
提
出
す
る
べ
く
作
成
さ
れ
た
「
宗
旨
人

別
御
改
帳
」
の
村
控
を
見
て
み
る
と
、
同
家
領
の
安
養
院
檀
那
で
あ

っ
た
十
軒
の
宗
判
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る）

（（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
約
五
〇
年
の
間
に
調
子
村
に
大
き
な
変
化
が
あ

っ
た
。
調
子
家
が
村
に
お
い
て
卓
越
し
た
領
主
権
を
所
有
し
て
い
た

が
、
そ
の
村
落
支
配
は
揺
ら
ぎ
始
め
た
。
文
化
四
年
（
一
八
〇
七
）

正
親
町
家
領
庄
屋
に
対
す
る
村
方
騒
動
が
発
生
し
、
正
親
町
家
は
騒
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動
を
処
理
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
正
親
町
家
は
、
自
領
経
営

に
興
味
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
決
定
的
に
な
っ
た
の
が
、

嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
の
百
姓
分
け
で
あ
っ
た
。
相
給
か
ら
約
二

五
〇
年
が
経
過
し
て
、
他
村
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
百
姓
分
け
が
実
施

さ
れ
、
正
親
町
家
は
名
実
と
も
に
調
子
村
の
一
つ
の
領
主
に
な
っ
た

の
で
あ
る）

（0
（

。

　

さ
て
、
文
久
元
年
七
月
に
な
っ
て
安
養
院
は
檀
那
と
の
争
論
の
仲

介
を
同
じ
山
崎
庄
に
あ
る
観
音
寺
に
依
頼
し
て
い
る
。
観
音
寺
は
正

親
町
家
か
ら
猶
子
を
住
持
と
し
て
迎
え
て
お
り
、
正
親
町
家
と
近
い

関
係
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
仲
介
の
依
頼
に
つ
い
て
『
観
音
寺

日
譜
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る）

（（
（

。

一
、
今
日
山
下
安
養
院
住
侍（

持
）罷

出
候
而
、
段
々
正（

正
親
町
家
）

御
殿
纏
御
領

分
調
子
村
宗
門
帳
ニ
調
印
不
仕
候
義
ニ
付
、
調
子
村
檀
下（

家
）以

後
頼
寺
を
相
替
候
積
之
由
、
御
殿
江
茂
申
上
候
由
ニ
承
り
候
、

左
様
ニ
相
成
候
而
者
、
拙
寺
方
檀
家
相
減
シ
候
時

（
マ
マ
）、

対
本
山

候
而
も
不
都
合
次
第
、
且
私
寺
も
収
納
少
々
ニ
而
も
相
減
シ

候
而
者
困
入
候
間
、
何
卒
御
寺
様
纏
御
殿
御
役
人
中
江
宜
敷

御
挨
拶
御
取
成
被
下
度
旨
被
願
出
候
由
、
興
松
寺
相
聞
候
得

共
、
何
分
左
様
事
柄
者
当
山
ゟ
申
入
候
而
も
、
其
分
ニ
而
事

相
済
候
事
等
者
不
被
存
候
旨
申
聞
候
得
共
、
押
而
頼
居
候
間
、

先
序
ニ
面
会
之
砌
咄
し
者
致
し
可
申
旨
申
聞
置
、
定
而
返
事

申
入
候
程
之
儀
者
決
而
無
之
哉
ニ
被
存
候
旨
申
聞
置
候
由
也
、

仍
而
何
分
宜
敷
御
頼
申
上
候
旨
申
置
引
取
候
事

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
調
子
村
に
住
む
安
養
院
の
檀
那
の
う
ち
、
調
子

家
領
の
者
た
ち
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
正
親
町
家
領
の
者
た

ち
は
、
領
主
で
あ
る
正
親
町
家
に
対
し
て
安
養
院
か
ら
離
檀
す
る
旨

の
申
し
出
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
然
そ
の
行
為
は
、
安
養
院

に
と
っ
て
納
得
で
き
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
安
養
院
が
こ
こ
で
認

識
し
て
い
る
こ
と
は
、
寺
院
に
と
っ
て
「
檀
家
」
が
減
少
す
る
と
い

う
こ
と
が
、
本
山
に
対
し
て
も
不
都
合
な
こ
と
で
も
あ
る
し
、
自
ら

に
と
っ
て
も
収
入
が
減
少
す
る
の
で
困
窮
す
る
と
い
う
経
済
的
側
面

が
理
由
で
あ
っ
た
。

　

安
養
院
は
、
正
親
町
家
と
近
い
関
係
に
あ
る
観
音
寺
に
仲
介
を
依

頼
す
る
べ
く
同
寺
の
寺
務
を
行
う
役
者
の
興
松
寺
へ
申
し
入
れ
を
行

っ
た）

（（
（

。
だ
が
、
安
養
院
に
と
っ
て
快
い
返
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
日
の
観
音
寺
と
の
直
接
の
会

談
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
安
養
院
は
、
寺
檀
制
度
に
お
け
る
寺
院

の
内
情
が
理
解
で
き
、
か
つ
檀
那
の
人
身
的
領
主
で
あ
る
正
親
町
家

と
も
親
し
い
観
音
寺
に
仲
介
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
離
檀
の
阻
止
に

向
け
て
奔
走
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
観
音
寺
へ
の
会
談
に
際
し
て
安
養
院
が
持
参
し
た
の
が
、
明

和
・
安
永
期
の
離
檀
一
件
の
済
事
の
写
し
で
あ
っ
た）

（（
（

。
そ
の
内
容
は

詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
後
の
事
実
関
係
か
ら
推
測
す
る
と
離
檀

は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
明
和
・
安
永

期
の
離
檀
一
件
は
公
返
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
際
の

済
事
の
写
し
を
持
ち
出
し
て
も
、
安
養
院
は
離
檀
を
阻
止
せ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

今
回
の
離
檀
一
件
に
お
い
て
も
、
解
決
を
示
す
史
料
は
現
存
し
て

い
な
い
。
し
か
し
、
文
久
三
年
九
月
に
は
同
年
三
月
に
宗
判
を
行
わ

な
か
っ
た
安
養
院
の
檀
那
に
対
す
る
「
宗
旨
人
別
御
改
帳
」
が
作
成

さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
三
月
に
宗
判
が
な
さ
れ
な
か
っ
た

十
軒
は
、
従
前
の
ま
ま
安
養
院
が
宗
判
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
安
養
院
が
観
音
寺
に
直
接
仲
介
を
依
頼
し
て
か
ら
二
ヶ
月

も
経
た
な
い
う
ち
に
、
離
檀
一
件
は
解
決
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
安
養
院
と
調
子
村
に
住
む
檀
那
は
、
百
年
余
り
の
間

に
少
な
く
と
も
三
度
も
寺
檀
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
争
論
を
繰
り
返
し

て
い
た
。
そ
の
争
論
の
理
由
は
い
ず
れ
も
判
然
と
し
な
い
が
、
離
檀

を
要
求
す
る
檀
那
と
、
そ
れ
を
必
死
に
阻
止
し
よ
う
と
す
る
寺
院
と

い
う
共
通
す
る
構
図
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
離
檀
も
実
行

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
安
養
院
の
檀
那
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

小
稿
は
、
離
檀
争
論
と
い
う
問
題
を
通
し
て
、
と
く
に
「
権
力
と

寺
院
・
檀
那
」
と
い
う
政
策
レ
ベ
ル
の
視
角
を
意
識
し
て
寺
檀
制
度

に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
寺
院
と
檀

那
の
両
者
が
そ
の
関
係
性
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
確

認
し
た
う
え
で
、
幕
藩
権
力
の
認
識
を
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
檀
那
に
と
っ
て
、
寺
檀
制
度
上
に
お
け
る
寺
院
と
の
関
係
は
、

生
活
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
。
調
子
村
の
「
檀
家

中
」
は
百
年
余
り
の
間
に
三
度
の
争
論
を
起
こ
し
な
が
ら
も
、
安
養

院
の
檀
那
で
あ
り
続
け
た
の
は
、
寺
院
か
ら
の
宗
判
が
得
ら
れ
な
け

れ
ば
、
日
常
の
生
活
に
支
障
を
き
た
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、

離
檀
の
具
体
的
な
理
由
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
寺
院
と
の
関

係
が
先
祖
祭
祀
や
檀
那
自
身
の
信
仰
を
充
た
す
も
の
と
し
て
認
識
し

て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
や
は
り
、
檀
那
に
と
っ
て
寺
院
と

の
関
係
は
、
行
政
的
側
面
が
第
一
義
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

つ
ぎ
に
寺
院
に
と
っ
て
檀
那
と
の
関
係
は
、
国
政
の
宗
判
を
行
う

こ
と
で
あ
り
、
本
山
や
自
身
の
寺
院
の
経
済
的
基
盤
で
あ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
方
的
な
離
檀
に
対
し
て
頑
な
に
拒
否
し）

（（
（

、

離
檀
の
阻
止
に
向
け
て
檀
那
の
領
主
に
仲
介
を
働
き
か
け
た
の
で
あ
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る
。
安
養
院
は
行
政
的
側
面
や
経
済
的
側
面
に
お
い
て
、
檀
那
と
の

関
係
を
欠
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
寛
政
期
の
離
檀
一
件
に
お
い
て
、

領
主
調
子
家
へ
現
状
維
持
の
斡
旋
を
願
う
口
上
書
で
檀
那
を
「
大
切

之
旦
家
」
と
表
現
し
、「
寺
旦
之
儀
重
き
事
ニ
奉
存
候
」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
寺
院
の
檀
那
と
の
関
係
に
お

い
て
も
ま
た
檀
那
の
葬
祭
や
供
養
を
担
う
と
い
う
信
仰
的
側
面
の
認

識
は
看
取
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

さ
い
ご
に
幕
藩
権
力
に
お
け
る
寺
檀
関
係
と
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁

制
に
代
表
さ
れ
る
宗
教
統
制
や
人
別
把
握
の
政
策
を
維
持
す
る
た
め
、

寺
院
と
檀
那
の
関
係
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
関
係
さ
え
存
在
し
て
い
れ
ば
問
題
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
具
体
的
な
関
係
性
、
換
言
す
れ
ば
信
仰
的
側
面
に
ま
で
関

与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
幕
府
は
檀
那
側
に
一
定
の

自
由
を
認
め
、
一
定
の
要
件
を
充
た
せ
ば
、
離
檀
を
容
認
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
寺
檀
制
度
は
寺
院
と
檀
那
の
信
仰
的
側

面
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

　　
　（　

「
寺
檀
」（『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
項
目
、
浄
土
宗
、
二
〇
一
六
年
）。

（　
「
寺
檀
制
度
」（『
新
纂
浄
土
宗
大
辞
典
』
項
目
、
同
前
）。
な
お
本
項
目
に

は
「
離
檀
す
る
こ
と
や
寺
替
え
を
す
る
こ
と
は
寺
院
側
か
ら
厳
し
く
禁
止
さ

れ
て
」
い
た
と
あ
る
。

（　

辻
善
之
助
『
日
本
佛
教
史
』
９
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）。

（　

拙
稿
「
近
世
に
お
け
る
法
然
上
人
信
仰
」（『
佛
教
論
叢
』
（（
、
二
〇
一
九

年
）
に
詳
述
し
て
い
る
。

（　

法
制
史
学
会
編
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
五
（
創
文
社
、
一
九
五
九
年
）
二

五
七
四
。

（　

例
え
ば
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
の
寺
社
奉
行
堀
田
豊
前
守
（
正
穀
）
の

回
答
に
は
「
離
檀
改
宗
等
之
儀
者
容
易
難
成
筋
ニ
候
得
共
、
寺
檀
納
得
之
上
、

無
拠
子
細
有
之
、
外
ニ
差
支
候
儀
も
無
之
候
者
、
被
承
届
候
而
も
不
苦
筋
と

存
候
」
と
あ
る
（『
諸
例
撰
要
・
諸
家
秘
聞
集
』（
創
文
社
、
一
九
九
九
年
）

四
四
六
）。

（　

調
子
村
に
つ
い
て
は
、「
調
子
村
と
調
子
家
」（『
長
岡
京
市
史
』
本
文
編

二
、
長
岡
京
史
編
さ
ん
委
員
会
編
、
一
九
九
七
年
）
に
拠
っ
た
。

（　

井
ヶ
田
良
治
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
公
家
領
の
支
配
構
造
」（『
同
志
社
法

学
』
三
〇
―
一
、
一
九
七
八
年
）。

（　
『
町
村
沿
革
調
』
乙
訓
郡
（
京
都
府
立
総
合
資
料
館
架
蔵
写
真
帳
）。

（0　
『
調
子
家
文
書
』
３
―
（0
（
長
岡
京
市
教
育
委
員
会
架
蔵
写
真
帳
）。

（（　
『
長
岡
京
市
史
』
資
料
編
三
（
長
岡
京
史
編
さ
ん
委
員
会
編
、
一
九
九
三

年
）
六
一
三
頁
。

（（　
『
調
子
八
郎
家
文
書
』
（（
―
３
（
長
岡
京
市
教
育
委
員
会
架
蔵
写
真
帳
）。

（（　
『
調
子
家
文
書
』
３
―
（（
（
前
掲
註
（0
）。

（（　
『
調
子
家
文
書
』
３
―
８
（
前
掲
註
（0
）。

（（　

調
子
家
は
同
村
に
あ
る
真
言
宗
瑞
泉
寺
の
檀
那
で
あ
り
、
今
回
の
離
檀
に

関
係
す
る
寺
院
と
の
間
に
関
係
は
確
認
で
き
な
い
。

（（　
『
調
子
家
文
書
』
３
―
９
（
前
掲
註
（0
）。

（（　

天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
正
親
町
家
領
「
宗
旨
御
改
人
別
帳
」（『
鷹
野

武
雄
家
文
書
』
１
―
（（
（
長
岡
京
市
教
育
委
員
会
架
蔵
写
真
帳
））
や
弘
化

四
年
（
一
八
四
七
）
調
子
家
家
来
「
宗
旨
御
改
人
別
帳
」（『
調
子
八
郎
家
文
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書
』
２
―
（（
（
前
掲
註
（（
））
に
よ
る
と
、
安
楽
寺
の
檀
那
は
二
軒
し
か
確

認
で
き
な
い
。
一
方
、
安
養
院
檀
那
は
十
七
軒
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（（　
『
観
音
寺
日
譜
』
文
久
元
年
七
月
二
七
日
条
（『
観
音
寺
文
書
』
神
奈
川
大

学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
架
蔵
写
真
帳
）。

（（　

田
中
淳
一
郎
「
近
世
在
地
領
主
と
相
給
村
落
」（
朝
尾
直
弘
教
授
退
官
記

念
会
編
『
日
本
社
会
の
史
的
構
造　

近
世
・
近
代
』、
思
文
閣
出
版
、
一
九

九
五
年
）
四
二
～
四
八
頁
。

（0　
『
鷹
野
武
雄
家
文
書
』
１
―
（（
（
前
掲
註
（（
）。

（（　
『
観
音
寺
日
譜
』
文
久
元
年
七
月
二
七
日
条
（
前
掲
註
（（
）。

（（　
「
解
題
」（『
観
音
寺
文
書
目
録
』
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
、

二
〇
〇
五
年
）。

（（　
『
観
音
寺
日
譜
』
文
久
元
年
七
月
二
七
日
条
（
前
掲
註
（（
）
に
は
「
安
養

院
檀
家
山
崎
社
家
松
田
肥
後
守
方
ニ
書
付
有
之
候
由
ニ
而
、
其
済
事
写
持
参

致
し
居
候
」
と
あ
る
。

（（　
『
鷹
野
武
雄
家
文
書
』
１
―
（（
（
前
掲
註
（（
）。

（（　

安
養
院
が
離
檀
を
ま
っ
た
く
認
め
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
幕
府
と
同

様
に
一
定
の
条
件
が
揃
え
ば
認
め
る
と
認
識
を
し
て
い
る
こ
と
は
留
意
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。

〔
付
記
〕
令
和
二
年
早
春
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
っ
て

わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
一
変
し
た
。
小
稿
は
、
従
前
の
よ
う
な
研
究
活
動
が
出

来
な
い
中
に
あ
っ
て
、
か
つ
て
執
筆
し
た
「
近
世
後
期
の
「
離
檀
」
を
め
ぐ

る
権
力
・
寺
院
・
民
衆
」（『
地
方
史
研
究
』
343
、
二
〇
一
〇
年
）
を
論
旨
を

変
え
な
い
範
囲
で
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
し
て
お
き
た
い
。
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『
群
疑
論
序
』
に
説
か
れ
る
「

歳
易
掩
」
の
意
味 

村　

上　

真　

瑞

　
『
佛
教
論
叢
』
六
十
四
号
に
長
尾
光
恵
氏
が
懷
感
の
没
年
に
つ
い

て
、『
群
疑
論
序
』
再
考
―
懷
感
の
没
年
と
『
群
疑
論
』
の
成
立
―

に
お
い
て
、
以
下
の
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、
簡
単
に
紹
介
し

た
い
。「

歳
」
を
巡
る
議
論
と
し
て
、
金
子
寛
哉
氏
と
拙
論
を
そ

れ
ぞ
れ
紹
介
し
て
い
る
。

金
子
氏
は
、
懷
感
の
没
年
六
九
九
年
。「

」
を
同
音
の
「
亥
」

の
誤
写
と
指
摘
し
て
、
懷
感
の
没
年
を
亥
年
と
推
定
。『
武
周

録
』（
六
九
五
年
成
立
）
に
「
大
福
光
（
先
）
寺　

校
経
目
僧

懷
感
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
懷
感
の
没
年
を
六
九
五
年
以
降
の
亥

年
で
あ
る
六
九
九
年
と
推
定
。

拙
論
に
つ
い
て
は
、
懷
感
の
没
年
は
七
〇
〇
年
。「

」
は

「
閒
（
＝
間
）」
の
古
字
で
あ
り
「
閒
歳
」
は
「
一
年
を
お
い

て
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
指
摘
、「

歳
易
掩
」
を
懷
感
と

懷
惲
が
「
一
年
を
お
い
て
続
け
て
隠
れ
ら
れ
た
」
と
訳
し
、
懷

感
の
没
年
を
懷
惲
の
没
年
（
七
〇
一
年
）
の
一
年
前
で
あ
る
七

〇
〇
年
と
す
る）

（
（

。

　

こ
こ
で
注
意
頂
き
た
い
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
、
私
は
、
金
子
氏
の

「

」
は
「
閡
」
の
文
字
を
間
違
え
て
書
い
た
も
の
で
あ
り
、「
閡
」

は
『
康
煕
字
典
』、『
説
文
解
字
』、『
諸
橋
大
漢
和
』
等
の
字
典
に
よ

る
と
亥
（
イ
ド
シ
）
と
同
じ
意
味
を
持
つ
と
い
う
説
を
否
定
し
た
わ

け
で
は
な
い
。
書
き
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
な
ら
別
の
読
み
方
は
出

来
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
発
想
か
ら
出
発
し
て
別
の
結
論
を
導
い
た

だ
け
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
長
尾
氏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
批

判
を
展
開
す
る
。
ま
ず
「

歳
易
掩
」
の
読
解
に
二
つ
の
問
題
を
あ

げ
る
。
以
下
引
用
し
て
み
た
い
。

第
一
は
、「

歳
」
に
の
み
焦
点
を
あ
わ
せ
「
易
掩
」
の
考
察

が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
第
二
は
、
対
句
と
な
る
「
長
年
先
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逝
」
と
の
関
連
を
考
慮
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
金
子
氏
は

「

歳
」
を
「
亥
歳
」
の
誤
写
と
推
測
す
る
が
、
そ
れ
で
は

「
易
掩
」
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
ず
、「
長
年
先
逝
」
と
の
関

連
も
見
い
だ
せ
な
い
。
村
上
氏
は
、「

歳
」
を
「
閒
歳
」
と

し
「

歳
易
掩
」
を
「
一
年
を
お
い
て
続
け
て
隠
れ
ら
れ
た
」

と
訳
す
。
確
か
に
、『
大
漢
和
辞
典
』
等
に
お
い
て
「

」
は

「
閒
」
の
古
字
も
し
く
は
異
体
字
と
さ
れ
、「
閒
歳
」
を
「
隔

年
・
一
年
お
き
に
」
の
意
と
す
る
用
例
も
認
め
ら
れ
る
。
し
か

し
氏
が
「
易
掩
」
を
「
続
け
て
隠
れ
ら
れ
た
」、
即
ち
「
続
け

て
死
ん
だ
」
と
訳
し
た
こ
と
は
、
極
め
て
不
当
で
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。「
掩
」
と
い
う
字
は
「
か
く
す
・
お
お
う
・

つ
く
す
・
と
じ
る
」
な
ど
の
意
を
有
す
る
が
、
直
接
的
に
「
死

ぬ
」
と
い
う
意
を
も
つ
用
例
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
も
し
仮
に

そ
の
意
か
ら
「
死
ぬ
」
と
い
う
意
を
暗
喩
し
た
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
「
易
」
と
い
う
字
に
「
続
け
て
」
つ
ま
り
「
連
続
し

て
」
と
い
う
意
を
も
つ
用
例
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め

氏
の
訳
文
は
適
当
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
り
、「
閒
歳
」
に

の
み
焦
点
を
合
わ
せ
た
恣
意
的
な
訳
文
と
言
う
ほ
か
な
い
。
さ

ら
に
村
上
氏
の
説
で
は
、
孟
銑
に
『
序
』
を
依
頼
し
『
群
疑

論
』
七
巻
を
編
纂
し
完
成
さ
せ
た
懷
惲
の
没
年
を
、
孟
銑
が

『
序
』
を
著
述
し
て
い
る
段
階
で
す
で
に
知
っ
て
い
る
と
い
う

矛
盾
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
氏
の
説
は
不
妥
当
で

あ
る
と
考
え
る）

（
（

。

　

長
尾
氏
は
、
以
上
の
よ
う
な
批
判
を
展
開
し
て
い
る
が
、
一
々
に

つ
い
て
、
反
論
し
て
み
た
い
。
氏
は
、
金
子
寛
哉
氏
、
前
島
信
也
氏

の
助
言
の
下
、『
群
疑
論
序
』
が
駢
文
体
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
変
良
い
指
摘
で
あ
り
、
読
解
に

も
大
き
な
示
唆
と
な
る
と
思
う
。
今
回
長
尾
氏
の
論
文
に
お
け
る
大

い
な
る
功
績
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
私
も
も

う
一
度
考
察
し
直
し
て
み
た
。
以
下
解
説
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

長
尾
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
駢
文
体
と
し
て
「

歳
易

掩
」
と
「
長
年
先
逝
」
と
は
、
対
句
で
あ
る
。
す
る
と
、「

」
と

「
長
」　
「
歳
」
と
「
年
」　
「
易
」
と
「
先
」　
「
掩
」
と
「
逝
」
と
が

そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、「

歳
」

＝
「
閒
歳
」・「
一
年
を
お
い
て
」
は
、
そ
の
意
味
で
読
ん
で
後
の
文

章
と
の
流
れ
も
合
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
訂
正
の
必
要
は
な
い
。
そ

の
あ
と
「
易
」
の
読
み
方
が
、
以
前
の
拙
論
で
は
、
義
山
の
訓
点
に

基
づ
い
て
「
や
す
く
」
と
読
ん
で
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
時
点
の

訳
は
、「
隠
れ
や
す
い
」
＝
「
亡
く
な
り
や
す
い
」
＝
「
続
い
て
隠

れ
ら
れ
た
」
と
意
訳
し
て
い
た
が
、
今
回
再
考
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
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「
易）

（
（

」
を
「
か
わ
り
て
」
と
訓
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
次
々
に
入
れ

か
わ
る
」
の
意
味
で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
に
気
づ
い
た
。
次

の
「
掩）

（
（

」
は
「
お
お
う
」
と
読
む
。
長
尾
氏
は
、
先
の
論
で
、

『「
掩
」
と
い
う
字
は
「
か
く
す
・
お
お
う
・
つ
く
す
・
と
じ
る
」
な

ど
の
意
を
有
す
る
が
、
直
接
的
に
「
死
ぬ
」
と
い
う
意
を
も
つ
用
例

は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
も
し
仮
に
そ
の
意
か
ら
「
死
ぬ
」
と
い
う
意

を
暗
喩
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
云
々
』
と
述
べ
て
い
る
よ
う

に
、
氏
は
「
お
お
う
」
に
は
「
死
ぬ
」
の
意
味
が
な
い
。
仮
に
暗
喩

が
あ
っ
た
と
し
て
も
と
し
て
、
死
ぬ
の
暗
喩
な
ら
ば
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
後
の
文
章
の
流
れ
に
合
わ
な
い
。
と
解
釈
し
て
い
る
。
し

か
し
、
対
句
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
掩
」
と
「
逝
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ

対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
、「
逝
く
」
＝
「
死
ぬ
」
と
対
応

し
て
い
る
「
掩
」
に
「
死
ぬ
」
の
意
味
を
含
ま
せ
て
い
る
こ
と
を
読

み
取
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
取
れ
ば
後

の
文
章
流
れ
に
合
致
し
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、「
易
掩
」
は
「
か

わ
り
て
お
お
う
」
と
読
み
、「
次
々
入
れ
か
わ
っ
て
亡
く
な
ら
れ
た
」

と
の
意
味
に
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
次
に
、「
長
年
」
は
「
年
上
」

＝
「
歳
の
大
き
い
懷
感
」
の
意
味
と
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
の

「
先
」
は
「
後
」
の
対
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、

「
後
」
を
意
識
し
た
表
現
と
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
先
逝
」
は
「
先
に
亡
く
な
ら
れ
た
」
の
意
味
と
な
る
。
対
句
で
あ

る
、「
易
掩
」」
＝
「
次
々
入
れ
か
わ
っ
て
亡
く
な
ら
れ
た
」
と
重
ね

て
考
え
る
な
ら
ば
、「
一
年
を
お
い
て
」、「
歳
の
大
き
い
懷
感
」
が

「
先
に
亡
く
な
ら
れ
」「
後
」
に
歳
の
小
さ
い
懷
惲
が
亡
く
な
っ
た
。

と
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

従
っ
て
、
長
尾
氏
前
述
の
『
し
か
し
氏
が
「
易
掩
」
を
「
続
け
て

隠
れ
ら
れ
た
」、
即
ち
「
続
け
て
死
ん
だ
」
と
訳
し
た
こ
と
は
、
極

め
て
不
当
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。「
掩
」
と
い
う
字
は

「
か
く
す
・
お
お
う
・
つ
く
す
・
と
じ
る
」
な
ど
の
意
を
有
す
る
が
、

直
接
的
に
「
死
ぬ
」
と
い
う
意
を
も
つ
用
例
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

も
し
仮
に
そ
の
意
か
ら
「
死
ぬ
」
と
い
う
意
を
暗
喩
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
「
易
」
と
い
う
字
に
「
続
け
て
」
つ
ま
り
「
連
続
し

て
」
と
い
う
意
を
も
つ
用
例
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
氏
の

訳
文
は
適
当
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
り
、「
閒
歳
」
に
の
み
焦
点

を
合
わ
せ
た
恣
意
的
な
訳
文
と
言
う
ほ
か
な
い
。』
と
展
開
さ
れ
て

い
る
論
は
、
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
も
の
と
な
る
。
特
に
「
極
め
て

不
当
で
あ
る
」
と
の
記
述
は
全
く
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

続
い
て
、
長
尾
氏
の
述
べ
る
『
孟
銑
に
『
序
』
を
依
頼
し
『
群
疑

論
』
七
巻
を
編
纂
し
完
成
さ
せ
た
懷
惲
の
没
年
を
、
孟
銑
が
『
序
』

を
著
述
し
て
い
る
段
階
で
す
で
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
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て
お
り
』
と
い
う
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

　

こ
の
論
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
十
二
月
十
二
日
に
開
催
さ
れ
た
、

東
海
学
園
大
学
共
生
文
化
研
究
所
研
究
会
に
お
い
て
発
表
し
て
、

『
共
生
文
化
研
究

）
（
（

』
に
拙
論
が
載
っ
て
い
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、

懷
感
と
懷
惲
は
一
年
を
お
い
て
続
い
て
亡
く
な
っ
て
い
る
。
懷
惲
の

亡
く
な
っ
た
年
は
、
隆
闡
法
師
の
碑
文
に
お
い
て
、「
大
足
元
年

（
Ａ
．
Ｄ
．
七
〇
一
）
十
月
二
十
二
日
を
以
て
神
遷
す
春
秋
六
十
有
二

な
り
。」
と
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
大
足
元
年
の
十
月
二
十
二
日
で

あ
る
。
懷
感
が
前
年
の
年
末
に
亡
く
な
れ
ば
、
約
十
ヶ
月
、
年
始
に

亡
く
な
っ
た
と
し
て
も
一
年
十
ヶ
月
の
期
間
し
か
な
い
。
そ
の
間
に
、

懷
惲
は
、
懷
感
の
葬
儀
を
済
ま
せ
、『
釋
淨
土
群
疑
論
』
序
の
記
載

の
よ
う
に
、「
惲
以
。
昌
言
之
書
。
既
成
之
於
舊
友
。
釋
疑
之
論
。

敢
行
之
故
人
。」「
す
で
に
亡
き
友
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
懷
感
の
『
釋

淨
土
群
疑
論
』
を
、
故
人
の
た
め
に
完
成
さ
せ
よ
う
」
と
記
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ま
だ
未
完
成
の
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
を
懷
惲
が

完
成
さ
せ
た）

（
（

こ
と
に
な
る
。
そ
の
期
間
を
経
て
、
そ
の
後
完
成
し
た

も
の
を
孟
銑
に
見
せ
て
、
こ
の
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
序
の
執
筆
を
依

頼
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
最
長
の
期
間
を
と
っ
て
も
一
年
十
ヶ

月
・
最
短
な
ら
ば
十
ヶ
月
、
そ
の
仕
事
に
費
や
し
て
い
た
こ
と
は
容

易
に
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
孟
銑
の
序
は
駢
文
体
・
美
辞

麗
句
を
駆
使
し
て
書
か
れ
て
い
て
、
特
に
長
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

『
釋
淨
土
群
疑
論
』
の
内
容
を
読
ん
だ
上
で
、
ふ
さ
わ
し
い
序
を
考

え
る
時
間
は
、
当
然
そ
れ
な
り
の
時
間
を
要
し
た
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
孟
銑
が
序
を
書
い
て
い
る
間
に
懷
惲
が
亡
く

な
っ
た
と
し
て
も
矛
盾
は
無
い
。
懷
感
と
懷
惲
が
一
年
を
お
い
て
亡

く
な
っ
た
こ
と
を
孟
銑
は
序
の
最
後
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ

の
こ
と
が
よ
ほ
ど
シ
ョ
ッ
ク
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
さ
も

な
け
れ
ば
、
序
の
中
に
著
作
者
、
編
集
者
の
死
に
関
す
る
こ
と
を
こ

れ
ほ
ど
詳
細
に
書
く
こ
と
は
無
い
と
思
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
孟
銑

が
序
を
執
筆
中
に
依
頼
者
の
懷
惲
が
亡
く
な
っ
た
か
ら
、
序
の
中
に

こ
れ
ほ
ど
も
詳
細
な
記
述
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
反
論
す
る
。

　

以
上
の
論
に
つ
い
て
、
長
尾
氏
は
、
彼
の
論
文
の
註

）
（
（

（（
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

懷
惲
が
『
群
疑
論
』
七
巻
を
編
集
し
終
わ
り
、
孟
銑
に
序
文
を

依
頼
し
て
す
ぐ
に
死
亡
し
、
懷
惲
が
死
亡
し
た
後
に
孟
銑
が

『
序
』
を
著
し
た
可
能
性
も
考
え
得
る
。
し
か
し
、『
序
』
か
ら

そ
の
よ
う
な
時
系
列
を
読
み
取
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
懷

惲
が
孟
銑
に
序
を
依
頼
し
た
件
の
後
、
す
な
わ
ち
『
序
』
の
末

尾
に
「
言
之
為
七
卷
、
宣
之
為
一
部
」（
浄
全
六
、
二
上
）
と

い
う
表
現
が
あ
り
、『
序
』
の
も
つ
情
報
上
に
お
い
て
は
む
し
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ろ
「
懷
惲
が
孟
銑
に
『
序
』
を
頼
み
、
孟
銑
が
『
序
』
を
著
し
、

懷
惲
が
そ
れ
を
付
し
て
『
群
疑
論
』
七
巻
一
部
を
完
成
さ
せ

た
」
と
い
う
時
系
列
が
成
り
立
つ
と
考
え
る
。

さ
て
、
氏
の
取
り
上
げ
て
い
る
。『
序
』
の
末
尾
に
「
言
之
為
七
卷
、

宣
之
為
一
部
」
を
「
懷
惲
が
孟
銑
に
『
序
』
を
頼
み
、
孟
銑
が

『
序
』
を
著
し
、
懷
惲
が
そ
れ
を
付
し
て
『
群
疑
論
』
七
巻
一
部
を

完
成
さ
せ
た
」
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
文
章
は
、

孟
銑
が
序
の
最
後
を
締
め
く
く
る
た
め
に
書
い
た
美
辞
麗
句
で
あ
っ

て
、
時
系
列
を
書
い
た
も
の
で
は
な
い
。「
言
之
為
七
卷
、
宣
之
為

一
部
」
の
部
分
の
み
で
は
全
体
の
意
味
は
読
み
解
く
こ
と
は
で
き
な

い
。
以
下
説
明
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
序
三

惲
以
。
昌
言
之
書
。
既
成
之
於
舊
友
。
釋
疑
之
論
。
敢
行
之
故

人
。
以
平
昌
孟
銑
早
修
淨
業
。
憑
為
序
引
。
資
以
播
揚
。
輒
課

蕪
旨
。
式
旌
寶
昌
。
言
之
為
七
卷
。
宣
之
為
一
部
。
云
爾

）
（
（

。

　
　
　

試
訳

　

懷
惲
は
以
下
の
こ
と
を
思
っ
た
、
り
っ
ぱ
な
文
に
よ
っ
て
書
か
れ

て
い
る
書
物
・
す
で
に
亡
き
友
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
懷
感
の
）

『
釋
疑
之
論
』（『
釋
淨
土
群
疑
論
』）、
す
べ
て
を
か
け
て
こ
れ
（『
釋

淨
土
群
疑
論
』）
を
故
人
の
た
め
に
完
成
さ
せ
よ
う
と
。
平
昌
（
地

名
）
の
孟
銑
は
、
早
く
か
ら
浄
土
へ
往
生
す
る
業
因
を
修
め
て
い
た

こ
と
に
よ
り
。
そ
の
力
を
た
の
ん
で
序
文
を
作
ら
し
め
、
そ
れ
を
も

と
で
と
し
て
用
い
て
広
く
知
れ
わ
た
る
よ
う
に
さ
せ
よ
う
と
。
す
ぐ

に
乱
雑
な
趣
旨
の
よ
し
あ
し
を
調
べ
て
、
そ
れ
を
用
い
て
明
ら
か
な

宝
を
顕
彰
し
た
。
こ
れ
を
言
葉
で
表
せ
ば
七
卷
で
あ
り
。
こ
れ
を
あ

ま
ね
く
意
向
を
述
べ
る
と
す
る
な
ら
ば
一
部
で
あ
る
。
以
上
。

　

こ
の
よ
う
に
、
懷
感
亡
き
後
の
懷
惲
の
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
完
成

へ
の
意
思
表
示
と
、
孟
銑
が
序
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
と
、『
釋
淨
土

群
疑
論
』
の
文
章
表
現
の
見
直
し
、
補
填
、
校
正
し
て
七
巻
の
完
全

な
も
の
と
し
た
こ
と
な
ど
を
、
孟
銑
自
身
が
序
の
中
に
書
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
順
番
に
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

孟
銑
が
序
を
依
頼
さ
れ
た
と
き
に
は
す
で
に
七
巻
の
『
釋
淨
土
群
疑

論
』
が
完
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
長
尾
氏
の
註
は
意
味
を
な
さ
な
い
も
の
と
な

る
。

　

ま
た
、
長
尾
氏
は
、「『
釋
淨
土
群
疑
論
』
成
立
年
代
の
特
定
は
不

可
能
」
と
の
結
論
を
出
し
て
い
る
が
、
他
人
の
論
を
批
判
す
る
だ
け

で
は
有
意
義
な
論
文
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
是
非
と

も
成
立
年
代
を
長
尾
氏
の
立
場
か
ら
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
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（　
『
佛
教
論
叢
』
六
四
号
一
五
二
―
一
五
三
頁

（　
『
佛
教
論
叢
』
六
四
号
一
五
三
―
一
五
四
頁

（　

*ｲ　
*

易　
《
常
用
音
訓
》
イ
／
エ
キ
／
や
さ
…
し
い
《
音
読
み
》
エ
キ

／
ヤ
ク
／
イ
《
訓
読
み
》
や
さ
し
い
／
か
え
る
（
か
ふ
）
／
か
わ
る
（
か
は

る
）
／
や
す
い
（
や
す
し
）
／
や
す
ら
か
（
や
す
ら
か
な
り
）
／
た
い
ら

（
た
ひ
ら
）
／
や
す
し
と
す
る
（
や
す
し
と
す
）
／
か
ろ
ん
ず
る
（
か
ろ
ん

ず
）
／
あ
な
ど
る
／
お
さ
め
る
（
を
さ
む
）《
名
付
け
》
お
さ
・
お
さ
む
・

か
ぬ
・
か
ね
・
や
す
・
や
す
し
《
意
味
》｛
動
｝
か
え
る
（ｶﾌ

）。
か
わ
る

（ｶﾊﾙ

）。
と
り
か
え
る
。
次
々
に
入
れ
か
わ
る
。〈
類
義
語
〉
→
逓ﾃｲ

・
→

変
・
→
改
。「
改
易
」「
交
易
」「
以
羊
易
之
＝
羊
ヲ
モ
ッ
テ
コ
レ
ニ
易
フ
」

〔
→
孟
子
〕｛
名
｝
と
か
げ
。
や
も
り
。〈
同
義
語
〉
→
蜴ｴｷ

。「
蜥
易
（
＝
蜥

蜴ｾｷｴｷ

）」｛
名
｝
昔
の
占
い
の
書
。「
連
山
」「
帰
蔵
」「
周
易
」
の
三
種
が

あ
っ
た
と
伝
え
る
が
、
今
で
は
「
周
易
」
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
陰

と
陽
と
の
組
み
合
わ
せ
で
で
き
た
六
十
四
卦ｶ
が
次
々
に
か
わ
る
相
を
あ
ら

わ
す
の
で
易
と
い
う
。「
易
経
」「
辟
易ﾍｷｴｷ

」
と
は
、
横
に
避
け
か
ら
だ
を

低
め
て
、
退
却
す
る
こ
と
。
の
ち
、
閉
口
し
て
退
く
意
に
用
い
る
。「
辟
易

数
里
＝
辟
易
ス
ル
コ
ト
数
里
」〔
→
史
記
〕｛
形
｝
や
す
い
（ﾔｽｼ

）。
た
や
す

い
。
抵
抗
が
な
い
。
▽
動
詞
の
上
に
つ
き
、「
易
行ｵｺﾅｲﾔｽｼ
」
の
よ
う
に
用

い
る
。〈
対
語
〉
→
難ﾅﾝ

／ｶﾀｼ

。「
容
易
」「
少
年
易
老
学
難
成
＝
少
年
老
イ

易
ク
学
成
リ
難
シ
」〔
→
朱
熹
〕｛
形
・
名
｝
や
す
ら
か
（ﾔｽﾗｶﾅﾘ
）。
た
い

ら
（ﾀﾋﾗ

）。
で
こ
ぼ
こ
や
抵
抗
が
な
い
。
手
軽
な
。
平
穏
な
境
地
。〈
類
義

語
〉
→
安
・
→
平
。「
安
易
」「
平
易
」「
君
子
居
易
以
俟
命
＝
君
子
易
キ
ニ

居
リ
テ
以
テ
命
ヲ
俟
ツ
」〔
→
中
庸
〕｛
動
｝
や
す
し
と
す
る
（ﾔｽｼﾄｽ

）。
か

ろ
ん
ず
る
（ｶﾛﾝｽﾞ

）。
あ
な
ど
る
。
な
ん
で
も
な
い
と
思
う
。
平
気
で
い
る
。

「
仲
尼
賞
而
魯
民
易
降
北
＝
仲
尼
賞
シ
テ
、
魯
民
降
北
ヲ
易
ン
ズ
」〔
→
韓

非
〕｛
動
｝
お
さ
め
る
（ｦｻﾑ

）。
平
ら
に
お
さ
め
る
。
で
こ
ぼ
こ
を
な
く
す
。

物
事
を
順
調
に
は
こ
ぶ
。「
易
耨ｲｼﾞｮｸ

（
田
畑
の
土
を
か
え
し
て
な
ら
す
）」

「
喪
与
其
易
也
寧
戚
＝
喪
ハ
ソ
ノ
易
メ
ン
ヨ
リ
ハ
ム
シ
ロ
戚
メ
」〔
→
論
語
〕

《
解
字
》
会
意
。「
や
も
り
＋
彡
印
（
も
よ
う
）」
で
、
蜥
蜴ｾｷｴｷ

の
蜴
の
原

字
。
も
と
、
た
い
ら
に
へ
ば
り
つ
く
や
も
り
の
特
色
に
名
づ
け
た
こ
と
ば
。

ま
た
、
伝
逓
の
逓
（
次
々
に
、
横
に
伝
わ
る
）
に
あ
て
、
Ａ
か
ら
Ｂ
に
と
、

横
に
、
次
々
と
か
わ
っ
て
い
く
の
を
易
と
い
う
。〔
漢
字
源
〕

　
　
『
大
漢
和
辞
典
』
五
巻
七
八
七
頁
Ｃ-

Ｄ　

②
か
は
る
。
あ
ら
た
ま
る
。
③

か
へ
る
。
　

あ
ら
た
め
る
。
　

と
り
か
へ
る
。
交
換　
〔
左
氏
、
哀
八
〕

楚
人
圍
レ

宋
、
易
レ

子
而
食
。
　

う
つ
す
。　

　

貿
易　

以
上
の
よ
う
に　

取
り
替
え
る
。
交
換
す
る
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
解
る
。

（　

*ｵｵｳ　

掩
《
音
読
み
》
エ
ン
（
エ
ム
）《
訓
読
み
》
お
お
う
（
お
ほ
ふ
）

／
か
く
す
《
意
味
》｛
動
｝
お
お
う
（
オ
ホ
フ
）。
上
か
ら
お
お
い
隠
す
。
お

さ
え
る
。「
掩
耳
＝
耳
ヲ
掩
フ
」「
掩
泣ｴﾝｷｭｳ

（
し
の
び
泣
く
）」「
君
王
掩

面
救
不
得
＝
君
王
、
面
ヲ
掩
ヒ
テ
救
ヒ
エ
ズ
」〔
→
白
居
易
〕｛
動
｝
お
お
う

（
オ
ホ
フ
）。
ふ
さ
ぎ
閉
じ
る
。「
掩
門
＝
門
ヲ
掩
フ
」｛
動
｝
か
く
す
。
目
だ

た
な
い
よ
う
に
か
く
す
。「
掩
蔽
エ
ン
ペ
イ
」「
掩
襲
エ
ン
シ
ュ
ウ
（
姿
を
か

く
し
て
奇
襲
す
る
）」［
漢
字
源
］

（　

東
海
学
園
大
学
共
生
文
化
研
究
所
刊　
『
共
生
文
化
研
究
』
第
五
号　

拙

論
「
懷
感
の
生
没
年
代
」
七
一
―
七
二
頁

（　

大
屋
正
順
氏
の
説
「
杏
雨
書
屋
所
蔵
『
釋
淨
土
群
疑
論
巻
七
』
に
つ
い

て
」（『
佛
教
論
叢
』
五
九
―
二
〇
一
五
）
の
よ
う
に
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
二

巻
本
（
原
作
本
）
が
六
九
五
年
の
段
階
で
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
の
で
、『
二
巻
本
』
を
現
在
の
『
七
巻
本
』
に
編
集
し
直
し
必
要
な

語
句
を
補
填
し
た
り
整
え
た
り
し
て
完
成
さ
せ
る
仕
事
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
の
仕
事
は
最
長
で
一
年
十
ヶ
月
、
最
短
で
十
ヶ
月
あ
っ
て
も
簡
単

な
仕
事
で
は
な
い
仕
事
量
と
考
え
ら
れ
る
。

（　
『
佛
教
論
叢
』
六
四
号
一
五
九
頁
上

（　

寶
永
版
『
釋
淨
土
群
疑
論
』
序
三

イ

ロ
ハ

ニ
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称
念
上
人
と
御
忌
　
～
前
近
世
の
御
忌
を
探
っ
て
～

横
　
田
　
友
　
教

は
じ
め
に

　
宝
暦
十
二
年
（
一
七
六
二
）
に
、
捨
世
派
の
祖
で
あ
る
称
念
上
人

（
以
下
敬
称
略
）
に
つ
い
て
書
か
れ
た
『
称
念
上
人
行
状
記
』（
以
下

『
行
状
記
』）
が
、
一
心
院
第
四
十
世
玅
阿
に
よ
っ
て
著
さ
れ
る
。
諸

国
の
古
記
や
言
い
伝
え
を
収
集
し
、
整
理
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
、

同
書
に
は
知
恩
院
の
御
忌
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

其
後
應
仁
ノ
亂
ニ
ヨ
リ
テ
甚
衰
微
シ
ケ
レ
ハ
大
師
御
忌
ノ
會
式

モ
年
ヲ
經
ニ
隨
ヒ
荒
廢
ニ
及
ヘ
リ
上
人
是
ヲ
カ
ナ
シ
ミ
玉
ヒ
テ

資
糧
ヲ
扶
助
ア
リ
テ
七
日
七
夜
自
勤
メ
玉
フ
是
ニ
ヨ
リ
テ
今
ニ

其
軌
則
相
殘
リ
毎
年
正
月
御
忌
ノ
念
佛
ハ
當
院
ヨ
リ
主
伴
ト
モ

ニ
別
時
念
佛
執
行
怠
リ
ナ
シ）

（
（

　
応
仁
の
乱
以
降
、
知
恩
院
の
御
忌
が
荒
廃
し
て
い
た
こ
と
を
悲
し

ん
だ
称
念
が
、
自
ら
七
日
七
夜
の
勤
め
を
行
う
。
こ
の
軌
則
が
後
世

に
も
残
り
、
江
戸
時
代
の
御
忌
で
は
一
心
院
に
よ
っ
て
別
時
念
仏
が

行
わ
れ
て
い
た
と
あ
る
。
ま
た
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
、
京
都

円
山
正
阿
弥
の
住
職
を
務
め
た
四
時
堂
其
諺
が
著
し
た
『
滑
稽
雑

談
』
に
も
似
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。『
滑
稽
雑
談
』
は
俳
諧
の
季
語

注
釈
書
で
あ
り
、
そ
の
中
の
「
御
忌
」
の
項
目
に
は
次
の
よ
う
に
あ

る
。

傳
言
、
遠
會
此
法
會
退
轉
あ
り
し
を
、
當
所
一
心
院
の
開
山
稱

念
上
人
此
地
に
來
る
の
初
、
影
前
に
て
一
七
日
の
別
時
念
佛
を

修
せ
ら
れ
け
る
よ
り
後
、
諸
末
寺
の
僧
徒
を
集
め
、
十
八
日
の

初
夜
よ
り
廿
五
日
の
日
中
ま
で
、
毎
日
三
時
の
法
則
丁
寧
也）

（
（

。
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其
諺
が
伝
え
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
む
か
し
御
忌
が
退
転
し
て
い
た

と
こ
ろ
に
、
称
念
が
来
て
一
七
日
の
別
時
念
仏
を
は
じ
め
る
。
そ
の

後
、
末
寺
を
集
め
御
忌
期
間
中
に
毎
日
三
座
の
勤
め
を
し
て
い
る
。

『
滑
稽
雑
談
』
は
『
行
状
記
』
よ
り
約
五
十
年
前
に
著
さ
れ
て
い
る

が
、
同
様
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
江
戸
中
期
に
は
、
応
仁

の
乱
に
よ
っ
て
知
恩
院
の
御
忌
が
退
転
し
て
お
り
、
そ
こ
へ
訪
れ
た

称
念
が
別
時
念
仏
を
始
め
た
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
行
状
記
』
に
よ
る
と
、
称
念
が
京
都
を
訪
れ
る
の
は
天
文
十
六
年

春
の
こ
と
で
、
翌
年
の
冬
に
は
一
心
院
を
創
建
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
称
念
が
知
恩
院
の
御
忌
の
執
行
状
況
を
知
る
の
が
天
文
十
七

年
（
一
五
四
八
）
頃
と
す
る
な
ら
ば）

（
（

、
大
永
の
御
忌
鳳
詔
か
ら
二
十

四
年
後
の
こ
と
と
な
る
。
は
た
し
て
当
時
の
知
恩
院
の
御
忌
は
本
当

に
荒
廃
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
応
仁
の
乱
前
後
や
称
念

が
上
京
す
る
直
前
の
御
忌
に
つ
い
て
見
て
い
き
、
前
近
世
の
御
忌
の

一
端
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
近
世
文
献
の
史
実
性
を
確
か
め

る
。
な
お
、
本
論
で
取
り
上
げ
る
室
町
中
後
期
の
御
忌
に
つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
大
永
の
御
忌
鳳
詔
に
触
れ
た
も
の
や
、
浄
土

宗
史
研
究
の
中
で
部
分
的
に
御
忌
に
関
す
る
文
献
を
挙
げ
る
も
の
は

あ
る
が
、
体
系
的
な
研
究
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
近
世
の
文
献

か
ら
、
前
近
世
に
御
忌
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
指
摘
も
見

ら
れ
な
い
。

一
．
応
仁
の
乱
前
後
の
御
忌

　

最
初
に
、
御
忌
荒
廃
の
原
因
と
さ
れ
る
応
仁
の
乱
前
後
に
つ
い
て

見
て
い
く
。
万
里
小
路
時
房
の
日
記
で
あ
る
『
建
内
記
』
に
は
、
嘉

吉
三
年
（
一
四
四
三
）
正
月
二
十
五
日
の
条
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ

て
い
る
。

廿
五
日
、
辛
巳
、 

天
晴

法
然
上
人
遠
忌
也
、
念
仏
廻
二

‒

向
之
一、
智
恩
院
説
道
円
福
寺
云

〻
、
円
福
寺
与
本
願
寺
座
配
相
論
、
被
レ
付
二
戒
﨟
一、
不
レ
依
二

年
﨟
一
云
〻
、
是昨

日淸
和
院
之
説
也
、
當
年
自
二
鎌
倉
一
上
洛
上

（
光
明
寺
）

人

望
二
説
道
一、
可
二
許
容
一
之
由
、
智
恩
院
聖
等
示
二
淸
和
院
之
処
一、

淸
和
院
返
答
云
、
一
身
難
レ
許
、
一
人
難
レ
支
、
可
レ
在
二
衆
議
一

云
〻
、
面
〻
不
許
歟
、
但
依
二
本（

智
恩
院
） 

所
之
扶
持
一、
被
レ
聽
二
一
日
之

説
道
一
歟
、
而
無
二
其
作
法
一、
只
三
部
経
之
端
講
尺
云
〻
、
不

可
説
之
由
、
淸
和
院
雑
談
也）

（
（

、（
筆
者
返
り
点
挿
入
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
法
然
の
年
忌
に
念
仏
回
向
や
説
法
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
円
福
寺
と
本
願
寺
が
座
配
に
つ
い
て
争
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っ
て
い
る
ほ
か
、
鎌
倉
光
明
寺
の
僧
侶
が
説
法
を
行
う
こ
と
を
望
ん

で
い
る
。
こ
の
僧
侶
の
説
法
は
、
清
和
院
や
衆
議
を
通
じ
て
、「
一

日
之
説
道
」
を
行
う
許
可
が
出
さ
れ
た
も
の
の
結
果
的
に
は
行
わ
れ

ず
、
三
部
経
の
講
釈
の
み
で
あ
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
二
十

五
日
に
は
円
福
寺
が
説
法
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
一
日
説
法
を
許
可

さ
れ
実
際
に
三
部
経
の
講
釈
を
行
っ
た
の
は
、
別
日
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
法
然
忌
は
二
日
以
上
に
わ
た
っ

て
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
後
応
仁
の
乱
が
起
き
る
の

で
あ
る
が
、『
知
恩
院
史
』
に
よ
る
と）

（
（

当
時
の
住
持
で
あ
る
周
誉
珠

琳
は
難
を
避
け
、
滋
賀
の
伊
香
立
に
移
る
。
こ
の
疎
開
中
の
法
然
忌

に
つ
い
て
、
中
井
真
孝
氏
は
『
法
然
伝
と
浄
土
宗
史
の
研
究
』
に
京

都
浄
福
寺
の
寺
史
で
あ
る
『
恵
照
山
創
草
以
来
徧
年
略
記
』
を
載
せ

て
い
る
が
、
そ
の
中
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

先
年
応
仁
ノ
乱
ニ
洛
中
騒
動
セ
シ
ニ
依
テ
、
当
山
周
誉
上
人
、

当
地
ヲ
避
テ
、
江
州
伊
香
立
ニ
住
セ
ラ
レ
シ
時
、
元
祖
上
人
ノ

御
忌
法
要
、
已
ニ
断
絶
セ
ン
ト
ス
、
是
時
十
九
箇
寺
ノ
住
侶
、

各
々
心
ヲ
戮
テ
周
誉
上
人
ニ
従
テ
、
伊
香
立
ニ
於
テ
御
忌
法
要

ヲ
勤
修
セ
シ
ニ
依
テ
、
尓
来
連
綿
ト
シ
テ
無
退
転
相
続
ス
ル
事
、

（
後
略）

（
（

）

　

珠
琳
が
伊
香
立
に
移
っ
た
際
、
法
然
忌
は
断
絶
の
危
機
に
陥
っ
た

が
、
洛
陽
の
十
九
箇
寺
の
僧
侶
の
協
力
に
よ
っ
て
退
転
す
る
こ
と
な

く
行
う
こ
と
が
で
き
た
と
あ
る
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
中
井
氏
は
、

近
世
の
中
頃
に
は
言
い
ふ
ら
さ
れ
た
伝
承
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の

史
実
性
は
確
か
め
る
す
べ
も
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
戦
乱
中
の

法
然
忌
に
関
す
る
一
史
料
と
し
て
、
参
考
に
な
る
。

　

さ
て
知
恩
院
は
応
仁
の
乱
で
炎
上
す
る
が）

（
（

、
長
享
二
年
（
一
四
八

八
）
に
青
蓮
院
尊
應
法
親
王
か
ら
敷
地
を
還
付
さ
れ
た
際
、
珠
琳
が

知
恩
院
の
「
中
興
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら）

（
（

、
こ
の
頃
に
は
す
で

に
一
定
の
復
興
が
成
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
法
然
忌
に
つ
い
て

も
同
様
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
甘
露
寺
親
長
の
日
記
で
あ
る

『
親
長
卿
記
』
の
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
正
月
二
十
三
日
の
条
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

廿
三
日　

晴
、
毎
月
来
佛
陀
寺
宗
芳
指
合
、
仍
招
常
樂
庵
僧
、

依
亡
父
忌
日
也
、

参
祇
園
社
、
其
次
聴
聞
知
恩
院
法
事

）
（
（

、（
筆
者
傍
線
）

　

傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
日
親
長
は
八
坂
神
社
に
参
っ
た
あ
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と
、
知
恩
院
の
法
事
へ
聴
聞
に
訪
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
法
然
忌

や
祖
師
忌
な
ど
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
『
建
内
記
』
に

あ
っ
た
よ
う
に
、
応
仁
の
乱
以
前
の
知
恩
院
で
は
説
法
が
行
わ
れ
て

お
り
、
親
長
も
説
法
を
聞
く
た
め
に
訪
れ
て
い
る
。
ま
た
二
十
三
日

と
い
う
日
に
ち
に
つ
い
て
、
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
に
大
永
の
御
忌
鳳

詔
が
下
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
七
日
な
い
し
数
日
間
に
わ
た
っ
て
法
然

忌
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
源
智
は
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
正
月

十
九
日
か
ら
七
日
間
の
別
時
念
仏
を
行
い）

（1
（

、
中
原
師
守
は
貞
和
五
年

（
一
三
四
九
）
正
月
十
九
日
か
ら
始
ま
る
知
恩
院
の
結
縁
仏
事
に
、

十
九
日
と
二
十
三
日
に
参
詣
し
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
先
の
『
建
内
記
』
で

も
、
二
日
以
上
に
わ
た
っ
て
法
然
忌
が
修
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ

る
。
法
然
滅
後
か
ら
正
月
二
十
五
日
を
正
当
と
し
数
日
間
に
わ
た
る

法
然
忌
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
親
長
が
訪
れ
た
法
事
も
法
然
忌
の

こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

二
．
称
念
上
洛
直
前
の
御
忌

　

続
い
て
称
念
が
上
洛
す
る
天
文
十
六
年
頃
の
御
忌
に
つ
い
て
見
て

み
る
。
称
念
上
洛
の
少
し
前
の
御
忌
に
関
し
て
、
青
蓮
院
の
寺
誌
で

あ
る
『
華
頂
要
略
』
の
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
の
記
録
に
は
次
の

よ
う
に
あ
る
。

　
　

正
月
九
日
壬寅

知
恩
院
張
文
遣
レ
之

　
　
　
　

知
恩
院
開
山
忌
導
師
次
第
事

　
　
　
　
　

十
九
日　
　
　
　

德
譽

　
　
　
　
　

二
十
日　
　
　
　

勝
譽

　
　
　
　
　

二
十
一
日　
　
　

秀
譽

　
　
　
　
　

二
十
二
日　
　
　

珍
譽

　
　
　
　
　

二
十
三
日　
　
　

明
譽

　
　
　
　
　

二
十
四
日　
　
　

英
譽

　
　
　
　
　

二
十
五
日　
　
　

德
譽

　
　
　
　

右
所
定
如
レ
件）

（1
（

こ
れ
は
当
時
知
恩
院
を
管
轄
し
て
い
た
青
蓮
院
か
ら
知
恩
院
に

出
さ
れ
た
、
御
忌
導
師
に
つ
い
て
の
張
文
で
あ
る
。
十
九
日
と
二
十

五
日
の
「
德
譽
」
と
は
、
当
時
の
住
持
で
あ
る
第
二
十
七
世
徳
誉
光

然
の
こ
と
と
思
わ
れ
、
住
持
を
含
め
六
名
の
導
師
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
記
録
を
見
る
と
、
称
念
が
京
都
を
訪
れ
る
七
年
前
に
は
、

知
恩
院
で
七
日
間
の
御
忌
法
会
が
勤
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

次
に
中
井
真
孝
氏
は
、『
石
山
本
願
寺
日
記
』
の
天
文
十
二
年
十
二

月
四
日
の
条
に
「
法
然
上
人
三
百
卅
三
回
相
当
、
来
正
月
之
間
十
昼



─ 110 ─

夜
、
浄
土
千
部
経
執
行
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
天
文
十
三
年
正

月
の
法
然
三
百
三
十
三
回
忌
に
十
日
間
の
浄
土
千
部
経
が
執
行
さ
れ
、

二
十
五
日
に
は
一
日
住
持
で
あ
っ
た
燈
誉
が
唱
導
師
を
勤
め
た
こ
と

を
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
ま
た
、
当
時
楽
奉
行
を
勤
め
て
い
た
山
科
言

継
の
日
記
『
言
継
卿
記
』
に
は
、
天
文
十
四
年
正
月
二
十
五
日
に
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

廿
五
日
、
己
丑
、
晴
、
時

時
雨
降
、　

○
今
日
法
然
之
御
忌
也
、
東
山
智
恩
院

に
法
事
有
之
、
萬
里
小
路
黄
門
誘
引
也
、
予
直
に
可
来
之
由
有

之
間
、
朝
飯
以
後
従
吉
田
罷
向
、
各
齋
有
之
、
云
々
、
僧
衆
長

老
七
人
、
西
塔
十
一
人
、
以
上
七
十
七
人
有
之
、
呉
音
阿
彌
弥

陀
経
錫
杖
以
下
種
々
事
有
之
、
楽
三
有
之
、
雙
調
、
胡
飲
酒
破
、

酒
胡
子
、
武
徳
楽
等
也
、
音
取
予
音
頭
、
付
物
同
予
沙
汰
之
、

楽
衆
予笙
、
四筝
辻
中
納
言
、
伯笙
二
位
、
持同
明
院
、
盛大

こ秋
朝
臣
、
景笛

雄
等
也
、
次
吸
物
入
麺
に
て
及
大
飲
、
地
下
之
物
若
衆
多
来
、

音
曲
候
了
、
暮
々
及
黄
昏
帰
宅
了）

（1
（

、

　

こ
れ
は
山
科
言
継
が
四
辻
中
納
言
ら
と
共
に
、
知
恩
院
の
御
忌
法

会
に
て
雅
楽
を
演
奏
し
た
際
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
時
、
長
老
七
人

と
西
塔
十
一
人
を
含
め
七
十
七
人
の
僧
侶
が
参
列
し
、
法
要
で
は
阿

弥
陀
経
や
四
箇
法
要
の
ひ
と
つ
で
あ
る
錫
杖
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
と

あ
る
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、
当
時
は
七
日
間
の
御
忌
法
会
が
行

わ
れ
、
御
当
日
に
は
雅
楽
の
演
奏
や
四
箇
法
要
が
七
十
人
以
上
の
僧

侶
に
よ
っ
て
勤
修
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
三
百
三
十
三
回
忌
に
は
、
十

日
間
に
わ
た
る
千
部
会
が
勤
め
ら
れ
て
い
る
。
称
念
の
上
洛
は
『
言

継
卿
記
』
の
記
録
か
ら
約
三
年
後
に
な
る
が
、
こ
の
間
に
知
恩
院
の

御
忌
が
衰
退
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。

三
．
史
実
と
異
な
る
内
容
の
背
景

　

史
実
的
に
は
応
仁
の
乱
後
で
も
法
然
忌
は
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
た

称
念
が
上
洛
す
る
直
前
に
も
御
忌
が
勤
め
ら
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
、

な
ぜ
近
世
中
期
に
は
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
、
御
忌
が
断
絶
し
て
い
た

か
の
よ
う
な
記
載
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な

る
の
が
、
元
禄
十
六
年
に
知
恩
院
と
一
心
院
の
間
で
起
き
た
本
末
論

争
に
あ
る
。

　

論
争
の
き
っ
か
け
は
、
一
心
院
と
そ
の
末
寺
の
間
で
起
き
た
騒
動

で
、
そ
れ
が
後
に
一
心
院
と
、
仲
裁
に
入
っ
た
知
恩
院
と
の
本
末
争

い
に
発
展
す
る
。
こ
の
中
で
一
心
院
は
、
知
恩
院
の
末
寺
で
は
な
い

根
拠
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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御
末
寺
ニ
而
無
之
と
存
罷
存
候
故
申
上
候
、
扨
又
此
段
ハ
書
付

も
無
之
事
ニ
御
座
候
、
老
僧
共
昔
古
ゟ
申
伝
候
ハ
、
寺
領
拝
受

之
事
ハ
、
昔
勢
至
堂
ニ
而
知
恩
院
之
節
、
称
念
上
人
元
祖
様
へ

被
致
帰
依
故
、
当
山
内
へ
被
参
候
而
、
為
報
恩
、
御
忌
中
七
日

念
仏
被
相
勤
、
尤
む
か
し
ハ
勅
会
ニ
而
御
座
候
得
共
、
断
絶
仕

候
時
分
、
右
申
上
候
こ
と
く
称
念
上
人
ゟ
念
仏
も
御
勤
、
今
年

迄
も
不
絶
相
勤
来
候
、（
後
略）

（1
（

）

　

こ
れ
は
知
恩
院
に
て
本
末
論
争
が
行
わ
れ
た
際
、
一
心
院
が
知
恩

院
の
寺
領
を
配
分
さ
れ
て
い
る
立
場
で
あ
り
な
が
ら
末
寺
で
な
い
と

す
る
理
由
を
尋
ね
ら
れ
た
際
の
返
答
で
あ
る
。
知
恩
院
の
末
寺
で
な

い
こ
と
を
裏
付
け
る
書
物
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
称
念
が
御
忌
中
に

七
日
間
の
念
仏
を
は
じ
め
た
と
い
う
老
僧
の
言
い
伝
え
を
根
拠
の
一

つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
一
心
院
側
は
門
中
と
の
騒
動
の
頃
か
ら
、

自
身
の
正
統
性
を
主
張
す
る
た
め
、
同
院
や
門
中
に
所
蔵
さ
れ
て
い

る
多
く
の
資
料
を
提
示
し
て
い
る）

（1
（

。
し
か
し
御
忌
に
関
す
る
こ
と
は

言
い
伝
え
を
根
拠
と
し
て
お
り
、
当
時
か
ら
確
か
な
記
録
が
な
か
っ

た
こ
と
が
窺
え
る
。
称
念
が
別
時
念
仏
を
は
じ
め
た
こ
と
は
史
実
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
言
い
伝
え
の
中
で
誇
張
さ
れ
、
い
つ
し
か
御
忌

が
断
絶
し
て
い
た
の
で
別
時
を
行
っ
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
伝
承
を
基
に
『
行
状

記
』
な
ど
が
著
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
『
滑
稽
雑
談
』
で
は

「
傳
言
、
遠
會
此
法
會
退
轉
あ
り
し
を
」
と
あ
り
、
中
世
の
記
録
に

依
ら
ず
伝
承
を
載
せ
て
い
る
。
ま
た
『
行
状
記
』
に
関
し
て
は
、
そ

の
自
序
に
よ
る
と
、『
緇
白
往
生
伝
』（
一
六
八
八
）
や
『
浄
土
本
朝

高
僧
伝
』（
一
七
〇
四
）、『
浄
土
列
祖
伝
』（
一
七
〇
五
）
に
称
念
の

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
齟
齬
や
遺
漏
が
あ
る
の
で
口
碑
や

古
記
を
集
め
、『
行
状
記
』
を
編
纂
し
た
と
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

先
行
す
る
三
つ
の
書
物
に
加
え
、
作
成
の
参
考
に
用
い
た
と
さ
れ
る）

（1
（

『
浄
土
宗
寺
院
由
緒
書
』
や
『
縁
誉
夢
記
』
に
も
御
忌
に
関
す
る
記

載
は
見
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
『
行
状
記
』
の
内
容
も
、
言
い
伝
え
を

も
と
に
書
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

総
じ
て
推
察
の
域
を
出
な
い
が
、
公
家
な
ど
の
中
世
の
記
録
を
踏

ま
え
る
と
、
称
念
の
活
躍
が
言
い
伝
え
の
中
で
誇
張
さ
れ
た
た
め
、

御
忌
が
断
絶
し
て
い
た
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。お

わ
り
に

　

近
世
中
期
頃
の
書
物
に
は
、
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
知
恩
院
の
法
然

忌
が
荒
廃
し
て
い
た
が
、
上
洛
し
た
称
念
に
よ
っ
て
七
日
間
の
別
時



─ 112 ─

念
仏
が
行
わ
れ
た
と
あ
っ
た
。
そ
こ
で
当
時
の
記
録
を
見
て
み
る
と
、

応
仁
の
乱
前
後
に
関
わ
ら
ず
法
然
忌
は
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
称
念

が
上
洛
す
る
直
前
に
も
御
忌
が
勤
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

た
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
『
行
状
記
』
な
ど
の
記
述
を
見
直
す
と
、
こ

れ
ら
は
確
固
た
る
証
拠
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
言
い
伝
え
に
よ

っ
て
書
か
れ
た
た
め
、
史
実
よ
り
誇
張
さ
れ
記
さ
れ
て
い
る
可
能
性

が
あ
っ
た
。

　

断
絶
の
危
機
を
伝
え
る
近
世
の
史
料
は
確
か
に
存
在
す
る
が
、
管

見
の
限
り
で
は
そ
れ
を
裏
付
け
る
当
時
の
史
料
は
な
か
っ
た
。
む
し

ろ
公
家
の
日
記
や
寺
誌
に
は
、
御
忌
が
行
わ
れ
て
い
た
記
録
が
散
見

さ
れ
る
の
で
、
少
な
く
と
も
室
町
中
後
期
の
法
然
忌
は
総
体
的
に
続

け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（　

玅
阿
『
称
念
上
人
行
状
記
』
巻
上
（『
浄
全
』
一
七
、
六
三
六
頁
）

（　

四
時
堂
其
諺
『
滑
稽
雑
談
』（
早
川
純
三
郎
編
『
滑
稽
雑
談
第
一
』、
國
書

刊
行
會
、
一
九
一
七
、
一
〇
五
頁
）〈
解
題
：
俳
諧
の
季
立
。
四
季
の
行
事

や
名
物
等
、
二
千
以
上
も
の
項
目
を
収
録
す
る
。
多
数
の
和
漢
の
書
を
典
拠

と
し
、
著
者
の
見
聞
を
加
え
て
解
説
し
て
い
る
。
俳
人
の
行
状
や
奇
事
に
つ

い
て
ま
と
め
た
『
続
俳
家
奇
人
談
』（
一
八
三
二
）
で
は
、「
古
今
俳
諧
季
立

の
書
多
し
と
い
へ
ど
も
、
此
の
書
の
右
に
出
づ
る
物
な
し
」
と
評
さ
れ
る
。

御
忌
定
や
報
恩
講
な
ど
、
仏
事
も
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。〉

（　

称
念
著
と
さ
れ
る
『
縁
誉
夢
記
』
は
、
称
念
が
生
前
中
に
感
得
し
た
霊
瑞

の
記
録
で
あ
る
。
同
書
に
よ
る
と
、
称
念
は
天
文
十
四
年
に
知
恩
院
へ
移
住

し
、
愛
宕
山
の
往
生
院
や
洛
中
法
然
寺
を
訪
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
行
状

記
』
で
は
、
こ
れ
ら
の
記
録
を
意
図
的
に
天
文
十
七
年
の
事
と
し
て
い
る
。

ど
ち
ら
が
史
実
で
あ
る
か
は
即
断
で
き
な
い
が
、
天
文
十
四
年
に
す
で
に
京

都
に
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

（　

万
里
小
路
時
房
『
建
内
記
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『
大
日
本
古
記
録　

建
内
記
五
』、
一
九
九
六
、
岩
波
書
店
、
一
一
一
頁
）

（　

藪
内
彦
瑞
編
『
知
恩
院
史
』（
知
恩
院
、
一
九
三
七
）
四
二
頁
。

（　

中
井
真
孝
『
法
然
伝
と
浄
土
宗
史
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
）

三
一
〇
頁
。

（　

室
町
時
代
に
東
福
寺
の
僧
侶
で
あ
っ
た
太
極
の
日
記
、『
碧
山
日
録
』
巻

五
（
近
藤
瓶
城
編
『
史
籍
集
覧
』
二
五
、
近
藤
出
版
部
、
一
九
〇
七
、
三
三

〇
頁
）
の
応
仁
二
年
九
月
二
十
一
日
に
は
、「
西
兵
焼
二
東
山
華
頂
僧
房
一、

塞
二
東
陣
路
一
」
と
あ
る
。

（　

藪
内
彦
瑞
編
『
知
恩
院
史
』（
知
恩
院
、
一
九
三
七
）
四
三
頁
。

（　

甘
露
寺
親
長
『
親
長
卿
記
』（『
史
料
大
成 

続
編
四
一
』、
内
外
書
籍
、
一

九
四
一
、
三
一
九
頁
）

（0　

京
都
西
福
寺
本
尊
の
背
銘
に
は
、「
建
保
三
乙亥

秋
當
寺　
ニ

住　
ス

同　
キ

四
丙子

正
月
十

九
日　
ヨ
リ

二
十
五
日
迄
於　
ニ

二
當
院　
ニ

一
別
時
念
佛
執
行　
ス　

沙
門
勢
観
源
智
」（『
浄

全
』
一
六
、
六
三
五
頁
）
と
あ
る
。

（（　

中
原
師
守
『
師
守
記
』（『
師
守
記　

第
四
』、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一

九
七
〇
、
二
三
八
・
二
五
三
頁
）

（（　

藤
原
為
善
編
『
華
頂
要
略
』
巻
第
一
二
「
門
主
傳
第
二
三
」（『
大
日
本
仏

教
全
書
』
一
二
八
、
仏
書
刊
行
会
、
一
九
一
三
、
三
九
三
頁
）

（（　

中
井
真
孝
『
法
然
伝
と
浄
土
宗
史
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
四
）

第
二
篇
第
四
章
「
知
恩
院
「
二
十
七
世
」
燈
誉
の
紫
衣
被
着
─
知
恩
院
史
の

一
断
面
─
」。
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（（　

山
科
言
継
『
言
継
卿
記
』
十
（
国
書
刊
行
会
『
言
継
卿
記
』
第
二
、
国
書

刊
行
会
、
一
九
一
四
、
二
一
頁
）

（（　
『
知
恩
院
史
料
集　

日
鑑
・
書
翰
篇
三
』（
総
本
山
知
恩
院
史
料
編
纂
所
、

一
九
七
八
）
四
七
頁
。

（（　

中
野
正
明
「『
一
心
院
覚
書
』
紹
介
」（『
鷹
陵
史
学
』
一
二
号
、
一
九
八

六
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
『
一
心
院
覚
書
』
は
、
本
末
争
い
が
収
ま
っ
た
翌

年
の
宝
永
二
年
に
、
当
時
の
知
恩
院
『
日
鑑
』
や
一
心
院
が
所
有
す
る
資
料

な
ど
を
整
理
し
、
事
の
顛
末
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
一

心
院
が
根
拠
と
し
て
挙
げ
た
裁
許
状
や
称
念
が
定
め
た
法
度
類
の
写
し
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。

（（　

中
野
正
明
「
一
心
院
縁
誉
称
念
の
史
的
考
察
」（『
法
然
学
会
論
叢
』
五
号
、

一
九
八
五
）
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立
教
開
宗
と
現
代
社
会

勝　

部　

正　

雄

１
．
仏
教
研
究

　

明
治
以
降
、
日
本
の
仏
教
研
究
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
実
証
的
・
科
学

的
研
究
に
学
び
飛
躍
的
な
方
向
転
換
を
と
げ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く

世
界
的
水
準
に
至
り
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
功
績
が
日

本
仏
教
の
今
日
の
基
盤
を
形
成
し
て
と
い
え
る
。
超
人
的
な
努
力
と

研
鑚
の
集
積
で
あ
る
。
後
輩
の
私
た
ち
は
全
霊
の
敬
意
を
捧
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
研
究
成
果
を
受
け
て
今
日
の
仏
教
研
究
が
推
進
さ
れ
、
哲

学
・
歴
史
学
・
心
理
学
等
の
学
問
と
も
関
わ
り
な
が
ら
実
証
的
・
科

学
的
研
究
が
進
み
、
日
々
に
常
に
新
た
な
課
題
の
成
果
を
享
受
し
て

き
た
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
客
観
的
実
証
的
・
科
学
的
研
究
の
進
展
の
限

界
も
明
ら
か
と
さ
れ
、
１
９
６
０
年
代
の
こ
ろ
か
ら
仏
教
の
仰
信
的

体
験
的
会
得
の
重
要
性
、
す
な
わ
ち
仏
教
の
核
心
で
あ
る
宗
学
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
変
革
は
世
界
的
な
動
向
で

も
あ
っ
た
。
当
時
、
諸
戸
素
純
著
『
法
然
上
人
の
現
代
的
理
解
』・

昭
和
39
年
刊
に

　
「
宗
学
に
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
少
く
、
宗
学
に
学
問
と
し
て
の

位
置
を
与
え
る
こ
と
」
が
「
少
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
」

　
「
特
に
仏
教
研
究
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
方
法
論
・
学
問

論
の
上
か
ら
も
、
深
い
省
察
を
加
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
か
。
問
題
は
科
学
的
実
証
的
方
法
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
宗
教

哲
学
を
加
え
て
も
、
い
わ
ゆ
る
広
義
の
宗
教
学
的
方
法
だ
け
で
、
宗

教
の
本
質
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
か
。
学
問
論
と
し
て
も
、
十
分
の

吟
味
が
必
要
で
あ
る
。
複
雑
な
宗
教
現
象
の
研
究
に
は
、
科
学
的
研

究
方
法
と
と
も
に
、
性
質
は
全
く
違
っ
て
い
る
が
、
神
学
的
方
法
に

よ
る
宗
教
理
解
の
途
も
必
要
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
互
い
に
相
補
う
も



─ 115 ─

の
と
し
て
、
二
本
足
で
あ
る
こ
と
が
、
必
要
で
は
な
い
か
。」「
そ
の

第
一
の
条
件
と
し
て
、
あ
る
特
定
の
宗
教
の
信
仰
よ
り
出
発
し
、
そ

の
信
仰
に
立
脚
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
合
理
的

理
性
よ
り
前
に
、
信
仰
の
権
威
を
認
め
、
こ
の
権
威
こ
そ
、
真
に
問

題
を
究
極
的
に
解
決
す
る
こ
と
の
で
き
る
決
め
手
が
あ
る
と
信
ず
る
。

そ
の
意
味
で
、

　
「
宗
学
は
特
定
の
教
団
に
属
し
、
教
団
の
伝
統
的
な
権
威
に
服
し
、

教
団
の
信
仰
活
動
の
重
要
な
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
か
ら
も
、
宗
学
は
人
間
の
根
幹
に
関
わ
る
個

と
し
て
の
信
仰
活
動
で
あ
り
、
伝
統
を
重
ん
じ
つ
つ
も
、
現
代
的
に

生
き
往
く
力
と
し
て
新
し
さ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
人
に
合

う
語
訳
だ
け
で
な
い
現
代
に
生
き
る
人
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
生
き

方
と
課
題
を
解
い
て
ゆ
く
信
仰
活
動
が
含
ま
れ
て
こ
そ
、
仏
教
の
現

代
化
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

同
じ
諸
戸
素
純
著
で
宗
学
に
お
け
る
現
代
的
な
意
義
と
は
、「
現

代
の
問
題
を
解
決
す
る
に
足
る
原
理
を
、
信
仰
の
中
か
ら
導
き
出
す

こ
と
こ
そ
が
、
宗
学
の
究
極
の
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

　

宗
教
の
教
化
方
法
に
つ
い
て
、
経
済
・
産
業
の
実
利
拡
大
競
争
の

手
法
に
順
じ
、
そ
の
方
法
を
市
場
の
意
識
調
査
・
企
画
・
実
践
等
を

駆
使
し
て
教
宣
活
動
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
佛
縁
は
多
義
に
あ
る
と

は
い
う
も
の
の
一
考
を
要
す
の
で
は
な
い
か
。

　

明
治
以
来
１
５
０
年
に
お
よ
ぶ
仏
教
研
究
の
実
績
・
研
究
に
感
謝

と
敬
意
を
表
す
と
と
も
に
、
今
後
、
さ
ら
に
変
化
す
る
社
会
に
つ
い

て
社
会
学
研
究
も
ふ
ま
え
、
自
ら
の
信
仰
告
白
の
学
と
し
て
宗
学
が

今
ま
で
以
上
に
刷
新
し
さ
れ
、
相
互
に
深
い
交
流
と
補
い
合
う
研
鑚

に
進
む
こ
と
を
、
立
教
開
宗
の
記
念
の
機
に
改
め
て
期
待
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

２
．
法
然
上
人
の
求
道
と
回
心

　

一
心
専
念
弥
陀
名
号
に
至
る
経
緯
に
、
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
法

然
上
人
自
身
お
よ
び
普
遍
的
に
人
の
根
本
問
題
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
求
め
ら
れ
た
揺
る
ぎ
な
い
問
い
を
読
む
と
、
そ
の
ま
ま
現
代

の
私
自
身
の
た
め
の
問
い
で
あ
る
こ
と
が
強
く
拝
受
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

①　

ど
の
よ
う
な
人
を
対
象
に
仏
教
が
説
い
た
の
か
。
各
教
義
と
時

代
と
そ
の
社
会
に
よ
り
差
は
あ
る
も
の
の
一
定
の
条
件
が
設
け
ら

れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
法
然
上
人
の
聖
意
に
は
条
件
は
な
く
、
す

べ
て
の
時
代
・
社
会
に
お
け
る
「
私
」
自
身
の
生
命
の
救
済
を
求

め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
万
人
救
済
の
教
え
を
求
道
さ
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れ
た
こ
と
と
な
る
。

②　

時
は
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
の
春
。
二
十
四
歳
の
法
然
上
人

は
十
余
年
ぶ
り
に
比
叡
か
ら
下
山
さ
れ
、
嵯
峨
の
清
涼
寺
へ
参
籠

さ
れ
た
。「
求
法
の
一
事
を
祈
請
の
た
め
な
り
」
と
理
由
が
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
ご
本
尊
の
釈
尊
の
前
に
同
座
し
て
い
る
男
女
・

僧
俗
・
貴
族
・
庶
民
の
姿
、
手
を
合
わ
せ
、
そ
の
名
を
称
え
、
礼

拝
し
、
口
々
に
悩
み
を
訴
え
、
救
い
を
一
心
に
願
っ
て
い
る
姿
を

ご
覧
に
な
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
今
ま
で
に
こ
ん
な
真
剣
な
祈
り
が

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
、
悲
嘆
と
苦
悩
の
深
さ
に
、
唯
、
祈
る
よ
り
他

に
術
は
な
い
、
今
の
仏
道
修
行
は
権
勢
・
利
益
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
る
、
し
か
し
、
今
、
祈
り
続
け
て
い
る
同
座
の
人
こ
そ
、
真
の

救
済
の
主
で
は
な
い
か
。
僧
と
し
て
の
使
命
は
こ
こ
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
、
と
涙
の
中
に
大
い
な
る
決
意
を
さ
れ
た
こ
と
と
伺
う
。

こ
の
慈
悲
に
、
例
え
一
分
で
あ
っ
て
も
、
あ
や
か
ら
な
い
限
り
現

代
の
仏
教
者
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
自
問
と
念
願
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

③　

仏
教
修
行
と
は
戒
・
定
・
慧
の
三
学
を
お
さ
め
る
こ
と
が
基
本

で
あ
る
。
し
か
し
、
佛
に
照
ら
さ
れ
た
自
己
を
凝
視
し
た
な
ら
ば

自
身
は
三
学
非
器
の
自
己
で
あ
る
。
上
人
は
、
非
器
で
あ
る
生
命

は
仏
教
範
囲
外
生
命
な
の
か
。
非
器
の
生
命
に
救
わ
れ
る
道
は
な

い
の
か
。
否
、
そ
れ
で
あ
っ
て
も
救
わ
れ
な
い
は
ず
が
な
い
と
、

新
た
な
決
意
を
秘
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

④　
「
我
は
諸
宗
皆
自
ら
章
疎
を
見
て
心
得
た
り
」「
大
乗
の
戒
律
に

お
き
て
は
予
が
ご
と
く
沙
汰
し
た
る
者
は
少
な
き
な
り
。
当
世
に

広
く
書
き
披
見
し
た
る
こ
と
は
、
誰
も
覚
え
ず
」
と
の
境
地
に
あ

れ
ど
も
、
三
学
非
器
の
我
が
身
の
救
済
は
何
処
に
あ
る
の
か
、
と

い
う
想
像
を
絶
す
る
深
く
険
し
い
求
道
へ
と
進
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

⑤　

法
然
上
人
の
二
十
代
三
十
代
の
煩
悶
（
空
白
の
時
期
）
と
悲
嘆

を
経
て
、
求
め
ず
ば
お
れ
な
い
問
い
・
必
ず
明
か
さ
ね
ば
な
ら
な

い
佛
意
が
ま
す
ま
す
明
確
に
見
通
さ
れ
、
そ
れ
よ
り
更
に
究
極
の

真
意
（
人
類
す
べ
て
の
根
本
問
題
）
を
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
こ

と
。
そ
の
真
剣
な
問
い
か
け
は
、
四
十
三
歳
の
春
、
善
導
大
師
に

対
面
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
は
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
す
で

に
解
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
上
人
の
求
道
は
「
我
が
問
い
に
答

え
あ
り
」
と
の
絶
対
的
仰
信
の
懇
願
で
あ
り
、
こ
こ
に
叶
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
心
専
念
弥
陀
名
号
の
実
践
の
み
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
二
尊
の
選
択
で
あ
り
、
そ
の
発
見
に
よ
り
称
名

念
仏
は
今
生
で
の
苦
悩
・
煩
悩
を
打
ち
消
し
、
未
来
に
は
不
死
の

門
が
開
か
れ
、
そ
こ
で
来
迎
引
摂
の
縁
整
い
、
往
生
浄
土
が
果
た

さ
れ
る
事
実
を
明
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
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そ
の
仏
縁
に
遇
っ
た
生
命
は
、
称
名
に
よ
り
弥
陀
の
光
を
受
け
て

洗
心
さ
れ
、
輝
く
無
限
の
生
命
に
高
め
ら
れ
、
自
ず
か
ら
本
誓
願

に
導
か
れ
、
自
ら
の
生
命
が
永
久
の
生
命
に
更
生
さ
れ
・
無
量
寿

の
生
命
へ
と
転
化
さ
れ
て
い
く
。
正
に
百
千
万
劫
難
遭
遇
の
道
を

用
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
実
践
は
、
一
分
の
狂
い
も
な
く
自

然
の
法
に
基
づ
い
て
水
が
低
き
に
流
れ
る
よ
う
に
・
煙
は
高
き
へ

上
る
よ
う
に
、
煩
悩
具
足
の
我
が
称
名
行
に
よ
り
往
生
の
我
と
転

依
す
る
、
と
教
示
さ
れ
て
い
る
。

３
．
現
代
と
佛
法

　

現
代
の
一
般
社
会
人
が
了
解
し
て
い
る
世
界
観
・
人
生
観
と
仏
教

が
明
か
に
解
か
れ
て
い
る
佛
法
と
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
り
、
反

仏
教
的
・
排
仏
教
的
な
生
き
方
が
常
識
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

り
、
煩
悩
・
苦
悩
は
深
く
な
り
予
想
以
上
の
閉
塞
感
・
焦
燥
感
・
孤

独
感
等
に
煩
悶
し
て
い
る
現
状
を
見
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
教
育
・

福
祉
・
医
療
等
対
応
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
現
象
の
底
流
に
あ
る
要

因
に
つ
い
て
は
限
界
が
あ
り
混
迷
し
て
い
る
現
状
が
あ
る
。
こ
の
現

状
を
見
て
、
法
然
上
人
の
御
法
語
に
示
さ
れ
て
い
る
佛
法
の
理
法
を

実
体
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、
解
け
る
と
信
じ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
を

提
示
し
た
い
。

　

仏
教
に
は
過
去
世
・
前
世
と
現
世
と
極
楽
・
浄
土
来
世
が
解
か
れ

て
い
る
が
、
実
在
す
る
の
か
。
の
質
問
に
応
え
て
…

前
世
に
つ
い
て
・
禅
勝
房
に
し
め
す
御
詞
「
念
仏
申
す
機
は
、
う
ま

れ
つ
き
の
ま
ま
に
て
申
す
な
り
。
さ
き
の
世
の
し
わ
ざ
よ
り
て
、

　

今
生
の
身
を
ば
う
け
た
る
事
な
れ
ば
、
こ
の
世
に
て
は
え
な
お
し

あ
ら
た
め
ぬ
事
な
り
。
智
者
は
智
者
に
て
申
し
、
愚
者
は
愚
者
に
て

申
し
…
一
切
の
人
み
な
か
く
の
ご
と
し
。
さ
れ
ば
こ
そ
阿
弥
陀
ほ
と

け
は
十
方
衆
生
と
て
、
ひ
ろ
く
願
い
を
お
こ
し
ま
し
ま
せ
」
解
か
れ

て
い
ま
す
。「
こ
の
世
に
て
は
胞
（
え
な
）
を
し
あ
ら
た
め
ぬ
事
な

り
」
と
。
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
胞
と
は
母
の
胎
内
で
胎
児
が
包
ま

れ
て
い
る
状
態
を
い
う
。
そ
の
胞
に
よ
り
私
の
今
日
が
あ
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
胞
に
宿
っ
た
私
の
生

命
は
無
始
よ
り
の
生
命
を
受
け
、
唯
一
私
で
し
か
な
い
過
去
の
業
を

秘
め
て
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
と
の
比
較
も
な
し
、
あ
る
が
ま

ま
に
受
け
て
精
進
あ
る
の
み
。
そ
の
胎
児
に
こ
そ
阿
弥
陀
ほ
と
け
は

願
い
を
か
け
て
あ
る
、
と
。

　

来
世
に
つ
い
て
・
女
人
往
生
の
旨
を
尼
女
房
に
示
さ
れ
け
る
御

詞
・
臨
終
・
死
後
は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
か
、
と
の
問
い
に
答
え

て「
阿
弥
陀
如
来
の
御
迎
え
に
あ
ず
か
り
、
観
音
、
大
勢
至
の
金
蓮
に
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乗
じ
、
無
数
の
化
佛
、
無
量
の
聖
衆
に
囲
繞
せ
ら
れ
奉
り
て
須
臾
の

間
に
、
無
漏
の
報
土
に
往
生
す
る
時
、
三
惑
頓
に
つ
き
、
二
死
永
く

除
き
、
長
夜
こ
こ
に
あ
け
、
覚
月
正
に
円
な
り
。
四
智
円
明
の
春
の

花
に
三
十
二
相
の
色
あ
ざ
や
か
に
ひ
ら
け
、
三
身
即
一
の
秋
の
空
に

は
八
十
種
好
の
月
清
く
す
め
る
。
位
は
妙
覚
高
貴
の
位
、
四
海
潅
頂

の
法
王
な
り
。
形
は
佛
果
円
満
の
形
、
三
点
法
性
の
聖
容
に
し
て
、

無
辺
の
快
楽
に
ほ
こ
ら
ん
事
は
、
豈
に
悦
び
に
あ
ら
ず
や
。
努
々
念

仏
に
物
う
か
る
べ
か
ら
ず
。
悪
道
に
堕
ち
て
万
の
苦
を
う
け
ん
よ
り

は
、
や
す
き
念
仏
を
申
し
て
楽
を
得
べ
き
物
な
り
」
と
。
法
然
上
人

の
御
言
葉
は
す
べ
て
事
実
御
実
体
験
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
く
こ
と
を
、

ま
ず
識
る
べ
き
で
あ
る
。
私
た
ち
現
代
人
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な

経
験
も
体
験
も
持
た
ず
、
酒
に
酔
っ
た
よ
う
な
く
ら
し
に
あ
っ
て
疑

う
よ
う
な
次
元
の
こ
と
で
は
な
い
。
遥
か
に
高
い
次
元
の
純
粋
な
御

実
体
験
は
阿
弥
陀
佛
の
本
願
内
に
入
ら
れ
た
聖
事
で
あ
る
こ
と
を
識

る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
尼
女
房
に
示
さ
れ
け
る

御
詞
を
読
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
私
の
臨
終
と
死
に
つ
い
て
、
本

来
な
ら
ば
身
体
の
死
と
共
に
無
に
化
し
て
終
わ
る
生
命
が
、
こ
の
聖

語
を
拝
受
し
、
極
楽
浄
土
が
開
け
往
く
こ
と
、
そ
し
て
有
限
に
あ
る

生
命
が
無
量
寿
に
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
、
そ
し
て
ご
用
意
あ
る

こ
と
を
、
こ
の
上
の
な
い
喜
び
で
あ
り
安
心
で
あ
り
、
心
よ
り
拝
受

す
る
と
こ
ろ
。
あ
な
た
は
如
何
さ
れ
ま
す
か
。

今
世
に
つ
い
て
・
勅
修
御
伝
（
法
然
上
人
行
状
絵
図
）
第
四
十
五

「
後
生
を
ば
弥
陀
の
本
願
わ
憑
み
申
さ
ば
、
往
生
疑
い
な
し
。

　

現
世
を
ば
如
何
計
ら
い
候
べ
き
と
。
上
人
宣
わ
く
。
現
世
を
過
ぐ

べ
き
様
は
、
念
仏
の
申
さ
れ
ん
方
に
よ
り
て
過
ぐ
べ
し
。
念
仏
の
障

り
に
な
り
ぬ
る
べ
か
ら
ん
事
を
ば
厭
い
捨
つ
べ
し
。
一
所
に
て
申
さ

れ
ず
ば
、
修
行
し
て
申
す
べ
し
。
修
行
し
て
申
さ
れ
ず
ば
、
一
所
に

住
し
て
申
す
べ
し
…
」
反
佛
・
廃
佛
の
現
代
の
世
に
、
何
を
生
き
る

根
幹
し
て
い
る
の
か
。
科
学
文
明
の
高
度
に
発
達
し
た
世
に
あ
り
、

巨
体
化
し
た
組
織
と
膨
大
な
経
済
体
制
と
、
殊
の
他
、
激
し
い
利
潤

追
求
競
争
の
世
に
お
い
て
、
職
種
は
細
分
化
さ
れ
、
そ
の
上
に
自
他

断
絶
の
様
相
。
こ
の
中
で
如
何
に
生
き
て
い
く
べ
き
か
、
自
己
に
問

う
間
も
な
い
慌
た
だ
し
さ
。
し
か
も
人
間
至
上
主
義
は
も
は
や
限
界

を
感
じ
さ
せ
る
様
相
で
は
な
い
か
。

　
「
生
命
に
関
す
る
無
知
が
、
人
間
の
知
恵
の
特
徴
で
あ
る
」
キ
ル

ケ
ゴ
ー
ル
の
名
言
で
あ
る
。
全
く
生
命
に
関
し
て
物
質
的
観
察
や
思

考
を
め
ぐ
ら
せ
て
も
回
答
は
え
ら
れ
ず
、
あ
っ
た
と
し
て
も
人
間
の

知
識
に
お
け
る
解
明
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
を
。
改
め
て
識
る
べ
き

時
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
競
争
の
中
鍛
え
ら
れ
た
自
我
の
強
さ
や
傲

慢
は
所
詮
仮
り
の
姿
。
静
か
に
自
己
見
つ
め
る
と
こ
ろ
に
真
実
は
開
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か
れ
る
こ
と
を
。「
自
己
が
自
己
の
い
の
ち
に
問
う
」
こ
と
に
よ
り
、

い
の
ち
の
本
源
に
ふ
れ
、
阿
弥
陀
如
来
の
実
在
を
識
る
と
信
じ
る
。

そ
の
出
遇
い
に
よ
り
始
ま
る
称
名
念
仏
は
、
広
大
な
浄
土
の
門
が
開

か
れ
、
そ
こ
に
個
々
が
生
き
甲
斐
の
あ
る
本
道
が
用
意
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

４
．
聖
意
を
拝
受
し
て

⃝

　

私
た
ち
が
知
識
・
理
解
の
世
界
で
経
典
や
法
語
を
訳
し
解
説
し

て
い
る
が
、
や
ゝ
も
す
る
と
法
然
上
人
の
体
験
・
会
得
・
揺
ら
ぐ
こ

と
な
い
求
道
な
ど
の
深
遠
さ
が
伝
わ
ら
ず
、
極
め
て
日
常
的
・
平
易

的
・
短
絡
的
な
表
記
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
、
福
原
隆
善
著
「
二
、
法
然
上
人
浄
土
教
の
形
成
」
に
記

さ
れ
て
い
る
一
文
を
引
用
し
心
得
た
い
。

　
「
多
く
の
優
れ
た
さ
と
り
へ
の
道
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
称
名

念
仏
一
行
だ
け
で
救
済
さ
れ
て
い
く
の
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
法

然
は
主
著
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
と
り
あ
げ
る
が
「
聖
意
難
測
」

と
し
て
そ
の
説
明
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
法
然
に
は
こ
の
よ
う

な
仏
の
側
に
関
す
る
こ
と
を
自
ら
が
語
る
こ
と
を
し
な
い
こ
と
が
多

い
。
あ
る
人
か
ら
浄
土
と
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
と
い
う
説
明
を
求

め
ら
れ
た
時
に
も
、
行
っ
て
み
る
べ
し
と
し
て
直
接
の
解
答
を
し
て

い
な
い
。」
と
。

　

大
い
に
心
得
る
べ
し
こ
と
と
思
い
ま
す
。
心
血
を
注
が
れ
た
問
い

で
あ
り
、
生
命
を
懸
け
て
求
め
ら
れ
た
問
い
に
応
じ
た
問
い
で
あ
れ

ば
、
そ
の
答
え
も
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
問
い
に
も

至
ら
な
い
世
に
あ
っ
て
、
ご
み
屑
と
化
す
よ
う
な
広
報
は
控
え
る
べ

き
で
は
な
い
か
。
あ
る
老
僧
か
ら
「
無
闇
に
意
味
な
く
理
由
な
く
聖

語
や
尊
像
・
絵
図
な
ど
を
客
集
め
に
閲
覧
す
る
も
の
で
は
な
い
。
僧

侶
と
し
て
慎
み
控
え
る
べ
し
。
座
右
の
書
に
す
る
の
も
勿
体
な
い
ほ

ど
の
も
の
が
ご
み
屑
扱
い
に
な
っ
て
い
な
い
か
」
と
諭
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
。

⃝

　

機
根
観
に
つ
い
て
、

　

浄
土
教
の
「
教
行
に
お
け
る
三
要
素
」
と
し
て
、
念
仏
を
申
す
目

的
を
所
求
・
し
ょ
ぐ
と
言
い
、
西
方
極
楽
浄
土
へ
往
生
す
る
こ
と
。

そ
の
申
す
対
象
は
所
帰
・
し
ょ
き
と
申
し
て
阿
弥
陀
佛
で
あ
る
こ
と
。

そ
の
実
践
は
去
行
・
こ
ぎ
ょ
う
と
申
し
て
、
念
仏
を
称
え
る
こ
と
で

あ
る
と
明
解
提
示
さ
れ
て
い
る
。
日
々
の
生
活
基
盤
と
し
て
意
識
す

る
こ
と
が
肝
要
と
願
う
。
さ
ら
に
、
五
種
正
行
の
お
よ
び
日
常
勤
行

の
習
慣
は
欠
か
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
私
と
阿
弥
陀
佛
の
関
係
は
機

根
観
で
あ
る
。
法
然
上
人
の
機
根
観
は
「
可
発
の
義
」
に
あ
る
一
元

的
な
機
根
と
は
異
な
り
、
凡
夫
の
実
践
・
修
行
は
此
岸
で
あ
り
、
救
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済
は
彼
岸
・
浄
土
の
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
、
往
生
を
可
能
に
な
る
と
言

う
二
元
論
的
な
立
場
で
あ
る
。

参
考
図
書　
　

浄
土
宗
刊　
　
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
浄
土
宗
総
合
研
究
所
・

　
　
　
　
　
　

浄
土
宗
刊　
　
『
法
然
上
人
の
ご
法
語
』
浄
土
宗
総
合
研
究
所

　
　
　
　
　
　

諸
戸
素
純
著
・『
法
然
上
人
の
現
代
的
理
解
』
知
恩
院
宗
学
研
究
所

　
　
　
　
　
　

梁
瀬
義
亮
著　
『
仏
陀
よ
！
』
地
湧
社

　
　
　
　
　
　

玉
城
康
四
郎　
『
仏
教
の
思
想
』
法
蔵
館

　
　
　
　
　
　

梶
村　

昇
著　
『
法
然
上
人
伝
』
大
東
出
版
社　

　
　
　
　
　
　

中
井
真
孝
編　
『
念
仏
の
聖
者
・
法
然
』
の
中
に

　
　
　
　
　
　

福
𠩤
隆
善
著　
「
二
、
法
然
上
人
浄
土
教
の
形
成
」
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■
彙
　
報  

　

例
年
で
あ
れ
ば
、
総
合
学
術
大
会
の
開
催
報
告

を
掲
載
し
て
い
る
が
、
総
合
学
術
大
会
が
中
止
と

な
っ
た
た
め
、
中
止
決
定
、
お
よ
び
代
替
企
画
開

催
ま
で
の
経
緯
を
報
告
す
る
。

　
令
和
元
年
九
月
四
・
五
日　

企
画
運
営
委
員
会

　

令
和
二
年
度
総
合
学
術
大
会
の
日
時
・
会
場
の

決
定
。

令
和
二
年
二
月
十
二
日　

告
示
第
５
２
０
９
号

　

開
催
の
告
示
発
令
。

令
和
二
年
六
月
二
十
二
日　

企
画
運
営
委
員
会

　

佛
教
大
学
で
対
面
授
業
が
行
わ
れ
て
い
な
い
状

況
で
、
学
外
行
事
を
開
催
し
、
学
外
者
に
入
構
を

認
め
る
こ
と
の
懸
念
が
挙
げ
ら
れ
、
対
応
を
協
議
。

会
場
校
の
意
向
を
確
認
す
る
こ
と
、
ま
た
中
止
の

場
合
で
も
『
佛
教
論
叢
』
は
刊
行
す
る
こ
と
を
決

定
す
る
。

　

同
日
、
教
学
部
よ
り
佛
教
大
学
長
に
内
意
を
は

か
り
、
配
慮
を
甘
受
し
た
い
と
の
意
向
を
確
認
す

る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
四
日　

内
局
会
議

・
会
場
を
浄
土
宗
宗
務
庁
京
都
、
ま
た
は
京

都
華
頂
大
学
へ
変
更
。

・
オ
ン
ラ
イ
ン
配
信
は
行
わ
な
い
。

・
通
常
ど
お
り
の
修
了
扱
い
と
す
る
。

　

以
上
を
決
議
す
る
。

令
和
二
年
七
月
一
日　

告
示
第
５
４
０
１
号

　

会
場
を
浄
土
宗
宗
務
庁
京
都
に
変
更
す
る
告
示

発
令
。

令
和
二
年
七
月
八
日　

実
行
委
員
会

　

宗
務
庁
で
の
開
催
に
向
け
実
務
打
合
せ
。

令
和
二
年
七
月
二
十
日　

企
画
運
営
委
員
会
委
員

連
名
文
書
送
致

　

企
画
運
営
委
員
長
へ
「
会
場
開
催
を
中
止
し
、

Ｗ
Ｅ
Ｂ
等
を
活
用
す
る
こ
と
」、「『
佛
教
論
叢
』

は
発
刊
す
る
こ
と
」
を
検
討
す
る
よ
う
、
要
望
書

を
提
出
。

令
和
二
年
七
月
二
十
七
日　

企
画
運
営
委
員
・
実

行
委
員
合
同
会
議

　

令
和
二
年
度
総
合
学
術
大
会
を
中
止
す
る
。
た

だ
し
、
一
般
研
究
発
表
申
込
者
に
対
し
、『
佛
教

論
叢
』
へ
の
論
文
投
稿
を
募
り
、
例
年
通
り
の
査

読
を
行
い
発
刊
す
る
。
パ
ネ
ル
発
表
「
ウ
ィ
ズ
コ

ロ
ナ
時
代
に
寺
院
は
ど
う
向
き
合
う
の
か
」
を
オ

ン
ラ
イ
ン
に
て
配
信
す
る
こ
と
を
決
定
。

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日　

告
示
第
５
４
８
２
号

　

開
催
中
止
の
告
示
発
令
。

令
和
二
年
七
月
二
十
九
日　

内
局
会
議

　

右
を
報
告
。

令
和
二
年
九
月
十
一
日
（
金
）
午
後
一
時
～
三
時

　

総
合
学
術
大
会
代
替
企
画
と
し
て
、
パ
ネ
ル
発

表
「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
に
寺
院
は
ど
う
向
き
合

う
の
か
」
を
配
信
。

パ
ネ
ル
発
表

　
「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
に
寺
院
は
ど
う
向
き
合

う
の
か
」

代
表
者　

浄
土
宗
総
合
研
究
所　

東
海
林 

良
昌

概
要　

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
世
界
的
な
大
流

行
は
、
世
界
中
の
人
々
の
健
康
と
諸
活
動
に

大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。
国
内
外

の
宗
教
団
体
で
は
、
葬
儀
、
施
設
閉
鎖
、
諸
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行
事
の
中
止
と
共
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
法
要
や

実
践
指
導
が
行
わ
れ
た
。
現
在
は
い
わ
ゆ
る

新
し
い
生
活
様
式
の
中
で
、
各
人
が
注
意
深

く
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
浄
土

宗
の
み
な
ら
ず
宗
教
界
全
体
の
問
題
と
し
て

と
ら
え
、
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
に
仏
教
寺
院

が
ど
う
向
き
合
う
の
か
を
議
論
す
る
こ
と
に

よ
り
、
こ
れ
か
ら
の
展
望
を
見
出
し
て
い
き

た
い
。

発
表
者
・
発
表
題
目

 

大
正
大
学
専
任
講
師　

高
瀬　

顕
功

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
も
た
ら
し
た
影
響

―
寺
院
向
けW

eb

調
査
よ
り
―
」

 

佛
教
大
学
非
常
勤
講
師　

大
河
内　

大
博

「
持
続
可
能
な
法
務
の
提
案 

―
月
参
り
・
法

事
・
葬
儀
の
本
質
と
変
質
―
」

 

佛
教
大
学
非
常
勤
講
師　

森
田　

康
友

「
公
衆
衛
生
を
踏
ま
え
た
儀
式
執
行
の
あ
り
方

を
考
え
る
」

浄
土
宗
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員

 

　

戸
松　

義
晴

「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
全
日
本
仏
教
会
・
日
本

宗
教
連
盟
の
取
り
組
み
と
課
題
」

コ
メ
ン
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ついにはもはや水の相続を次の刹那に形成しなくなるとき、水が消滅するので
ある。したがって、水の減の直接原因は、器の下にある火ではなくて、水に内
在する火元素である。

［結論］したがって、諸存在（bhāva）に滅の原因は存在しないが、まさに自
ら滅する性質の故に、滅するのである。生じるやいなや直ちに滅する。し
たがって、これら（諸存在）が刹那滅（ks

4

an
4

abhan4ga）であることが成立する。
そして、刹那滅の故に、運動は存在しないのである。ところが、〔本当は〕
草〔を焼く〕火のように、別の場所に、〔ダルマが時間的・空間的に〕間
隔をおかずに生じることを〔犢子部は、勝手に〕<運動> であると信じて
いるのである。しかし、運動が存在しない場合、〔毘婆沙師にとって〕「身
表〔業〕は形である」と成立する。（AKBh,p.194,10-13）

　最後に、諸存在は、滅するときに外的原因を期待しないから、刹那滅である
という結論が繰り返される。刹那滅の故に、運動の存在は認められないから、
犢子部の「身表業 = 運動」説が否定されて、有部の「身表業 = 形」説が選択
肢として残されたことになる

１）御牧克己「刹那滅論証」( 平川彰 / 梶山雄一 / 高崎直道編『講座大乗仏教』9―語認識論
と論理学、春秋社 ,1984 年所収 p.224)

２）谷貞志『刹那滅の研究』p.70「根本転換が可能なためには、ベースそのものが各瞬間ご
とに消滅していなければならない」

［参考文献］
・P.Pradan.,Abhadharmako sabhasya of〔Tibetam Sanskrit Works Series,〕,K.P.Jayaswal 

Research Institute.Patna 1967
・玄奘訳『阿毘達磨倶舎論』（旭雅編、冠導本）
・U.Wogihara ed.,Sphut

4

ārthā Abhidhamakośa & Ācārya Vasubandhu with Sphut
4

ārthā 
commentary of Ācārya Yaśomitra, Varanasi 1972

・村上真完「刹那滅の基礎」『印度哲学仏教学』第 17 号平成 14 年 10 月
・桂紹隆「ヴァスバンドゥの刹那滅論証」『櫻部建博士喜寿記念論集』
・渡邊良昭『初期仏教おける「無常」について』（修士論文）
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されないでうろう。しかし、それの存在をもたらしたのと、まったく同じ
原因、もしくは、同種の原因によって、それらが再び存在しなくなるとい
うのは、不合理である。（AKBh,p.194,1-8）

　ヴァスバンドゥの論点は、ヴァイシェーシカ学派の考えに従えば、甲を生じ
るものが同時に甲を滅するものとなるという不合理があるということであろう。
薪が一定期間火と結合している場合、同一の火と結合しているとも言えるし、
類似しているが少しずつ変化している同種の火と結合しているとも言える。い
ずれにしても、色等の薪の属性に変化をもたらした < 火との結合 > すなわち
燃焼は、先行する薪の色を滅する原因であると同時に、薪に新しい色が生じる
原因でもある。後続する刹那においても < 火との結合 > が果たす役割は同じ
である。ヴァスバンドゥによると、同一の、もしくは類似する事象（火との結
合）が、同時に生成と消滅の原因となるのは不合理であるということになる。
さらに、彼は、火とは違って通常刹那滅とは見なされない諸物と結合して、一
種の化学反応とも言うべき < 燃焼の結果 > が徐々に生じる場合をヴァイシェ
ーシカ学派が説明できないことも指摘している。
　最後に、ヴァスバンドゥは、火の上に水を容れた器をかけて、煮え立たせる
場合、徐々に水が消滅する現象をアビダルマ仏教の立場から説明する。

［問い］その場合（= 火と結合しても、水は滅しないとするなら）、水は、煮
え立たせると、滅するが、そのさい火との結合は一体何をなしているのか。

［世
ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ

親］ 火元素（tejodhātu）を力（prabhāva）の点で増大させるのである。そ
の力の故に、水の集まり（āpām4  sam

4

ghāta）は徐々に小さくなり、やがて
最小の状態に達し、ついにはもうそれ以上、〔水の〕相続（sam

4

tāna）を形
成しなくなる。これが、今の場合、火との結合がなすことである。

（AKBh,p.194,8-10）

　器の中に我々が見る水もその下で燃えている火も、視覚の対象である<色>
（rūpa）であり、地・水・火・風元素という<四大>によって構成されたもので
ある。器の中の水は、火によって熱せられることにより、その構成要素のう
ちの火元素の力が増大する。その結果、水の集まりとしては徐々に小さくなり、
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ら｣ あるいは〔ヴァイシェーシカ学派は〕「功徳と罪過（dharma-adharma）」
によって、火焔は滅する」と考える。

［世
ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ

親］ それも正しくない。なぜなら、無は原因ではあり得ないからである。
さらにまた、〔火焔の〕生滅の原因である<功徳>と<罪過>とが、毎刹那、
活動を得たり、妨げられたりすることはあり得ない。
　ところで、このような原因の想定は、すべての有為〔法〕に対して為す
ことができるから、〔刹那滅をめぐって〕論争する必要がないことになる。

（AKBh,p.193,21-24）

　反論の要点は「火焔は、存続する原因がないから、消滅する」というもので
ある。滅の原因を積極的に立てない点は、ヴァイシェーシカ学派と区別される
が、ヴァスバンドゥは「無は滅の原因にならない」という形で批判している。
無は原因にも結果にもならないというのが彼の基本的立場であろう。
　次に、ヴァスバンドゥは、薪が燃えてなくなるのは、刹那滅的ではなく、一
定の時間をかけて徐々に変化し、最終的に滅する、一つのプロセスであるとい
う考えを取り上げる。

［世
ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ

親］またもし、薪などは、火などと結合することを原因として〔徐々
に〕滅するとするなら、そのような場合、燃焼がもたらす（pākaja）諸々の
属性に、より燃えた、最も燃えた状態が生じるとき、

〔そのような属性の生起の〕原因が、同時に〔それらを〕滅するものとな
るだろう。
まさに〔生起の〕原因が、同時に滅するものであろう。

［問い］どうしてか。
［世

ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ

親］なぜなら、草などの火と結合することから、〔薪に〕燃焼がもたら
す諸属性〔の変化〕が生じるとして、まさにその〔同じ火との結合〕から、
もしくは、それと同種〔火の結合〕から、さらに〔薪に〕より燃えた、最
も燃えた状態が生じる場合、それら〔燃焼がもたらした属性〕は滅する。
したがって、まさにそれらの〔属性を生じる〕原因が、〔それらの属性を〕
滅するものであろう。もしくは、〔滅するものが、生起の〕原因と区別
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第三の立場も論理的に可能だからである。実は、これこそわれわれの常識的な
考えであろう。この意味で、ヴァスバンドゥの第二の推理は必ずしも成功して
いるとは言えない。
　次にヴァスバンドゥは、第二の推論の中で自分が挙げた<認識><音声><火
焔>という三つの反例に関して、予想されるヴァイシェーシカ学派からの反論
を否定することにより、刹那滅論証を補強している。

［異論］ところで、〔ヴァイシェーシカ学派は〕「認識（buddhi）は〔後続する〕別
の認識によって滅し、音声は〔後続する〕別の音声によって〔滅する〕」と
考える。

［世
ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ

親］ それは正しくない。〔前後〕二つの認識が出会うこと（= 共存すること）
はないからである。実に、疑惑知と確定知（sam

4

śaya-niścya-jañāna）とが
出会うことは不合理であり、苦と楽、もしくは欲求と嫌悪とが〔出会うこ
とは不合理である。〕
さらに、明瞭な認識や音声の直後に、不明瞭な認識や音声が生じる場合、不明
瞭な同種のダルマより明瞭な〔同種のダルマ〕をどうして滅することができようか。
また、最後の〔認識や音声〕はどうして〔滅するのか〕。（AKBh,p.193,18-21）

　ヴァイシェーシカ学派は、認識や音声、そして行為は刹那滅のものであると
考えている。つまり、刹那滅の存在でも、他者によって滅されると指摘するこ
とにより、「滅不待因」を否定しているのである。
　これに対してヴァスバンドゥは、甲が乙にうち消されるためには、甲と乙と
が同時に存在する瞬間がなければならないが、もしも甲と乙とが<疑惑知>と
<確定知>などのように互いに相容れないものの場合、そのような両者が出会
うのは不合理であると指摘する。また、甲より乙のほうが微弱な場合、甲が乙
にうち消されるのは不合理であるともいう。
　次に、ヴァスバンドゥは、第二の推理中の第三の反例 < 火焔 > に関して予
想される反論を否定する。

また、〔上座部（sthavira）ヴァスバンドゥなどは〕｢存続する原因がないか
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ンドゥの主張を支持する、どのような推理が可能であるかが、以下に説明される。

［問い］しかし、このことに関してどのような推理があるのか。
［世

ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ

親］まず、「無は結果ではないから」と既に述べた。
さらに、
　 　如何なるものも、原因なしに〔滅することは〕ないはずである。
もしも原因と結びつくことから滅があるとすれば、如何なるものも、原因な
しに、生起と同様に、〔消滅も〕ないはずである。しかし、刹那的な<認識>

（buddhi）や < 音声 > や < 火焔 > は、原因なしに滅することが経験される。
したがって、これ（= 滅）は原因に依存しない。（AKBh,p.193,15-18）

　ヴァスバンドゥが想定している第一の推理は、先に述べた「無は結果ではな
いから、滅（= 無）は如何なる原因をも期待しない、自然発生的なものであり、
有為法に固有な本質である」というものである。滅とは無であるから、無は結
果ではないから、無には原因がない、という。発生したばかりの存在が原因な
くして消滅することは、後々における変化や消滅から遡って推定される。そし
てここに存在（bhāva）には変化がありえない、という重要な考え方が加えられ
ている。存在に変化がないなら、ものに変化がある以上、そのものの存在が異
なる、すなわち以前の存在が刹那に滅して、新たに別の存在が生じている、と
いうことになる（２）。
　第二の推理は、次のように整理できよう。
Ⅰ．もしも滅が何らかの原因を期待する、他律的なものであると仮定すると、
生起と同様に、如何なるものも原因がなければ滅しないということになる。
Ⅱ . しかし、認識・音声・火焔などは刹那滅であり、原因なしに滅することは
広く承認されている。
Ⅲ．したがって、最初の仮定は否定され、滅は如何なる原因をも期待しない。
これは一種の < 帰謬論証 > であるが、論理的に問題がないわけではない。こ
の世に原因なしに、自然発生的に滅するものがあるという事実は、全てのもの
が何らかの外的原因によって滅するという相手の主張を否定するとしても、必
ずしも全ての存在が原因なしに滅するという自分の主張を含意しないからであ
る。あるものは原因なしに滅し、他のものは外的原因を期待して滅するという
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［反論］あるいは、〔後になって〕変化するのであろう。
［世親］まさに同じもの（= 存在）が変化するというのは不合理である。なぜ
なら、まさに同じものが自分とは異なる特徴を持つのは不合理であるから。

（AKBh,p.193,5-10）

　しかし、滅に外的原因を認めないというヴァスバンドゥの考えは、机の上の
コップはそのまま存在し続けるが、机から落とせば壊れる、という我々の常識
からしても容易には承認されないだろう。したがって、以下のような議論が応
酬される。

［犢子部］ 実に、薪などが火などと結合することによって滅するのを経験し
ている。そして、直接経験（drst

4 4 4 4

a）（= 直接知覚）よりもずっと重要な認識手
段（pramān

4

a）は存在しない。だから、また、一切が原因なしに滅することはない。
［世

ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ

親］ まず、どうしてあなたは「薪などが火などと結合することによっ
て滅すると〔私は〕経験する」と考えるのか。

［犢子部］それら〔薪など〕を再び見ないからである。
［世

ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ

親］ まず、以下のことが考慮されるべし。すなわち、薪などは火との
結合により滅したから、見られないのか、あるいはまた、自ら滅し、他の
ものが再び生じないから、見られないのか。ちょうど風との結合により灯
火が〔消え〕、手との結合により鈴の音が〔消える〕ように、と。したが
って、このことは推理によって立証されるべし。（AKBh,p.193,10-14）

　薪に火をつければ、燃えてなくなることをわれわれは現に見て、経験してい
るではないか、という疑問である。これに対してヴァスバンドゥは、一般に刹
那滅であると承認されている< 灯火 >や< 鈴の音 >が一見< 風 >や< 手 >など
の外的要因により消滅するように見えるという実例を挙げて、薪の場合も一見
火という外的原因によって消滅するように見えるが、実は本質的に刹那滅であ
る可能性を示唆する。今の場合、滅が自律的であるか、他律的であるかという
ことは、直接知覚ではなく、推理によって決着すべきであると述べるのである。
　それでは、一切有為法刹那滅を含意し、滅は自律的であるという、ヴァスバ
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［世
ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ

親］間髪をおかずに滅する生起（ātmalābhoʼnantravināśī）のことである。
それを所有するものが刹那的と言われる。ちょうど〔杖（dand

4 4

a）を所有す
るもの が〕「有杖者（dand

4 4

aka）と呼ばれるように。
実に、一切の有為（法）は、生起の後には存在しない。したがって、生じ
たのと同じ場所で、必ず滅するのである。それ（= 有為法）が別の場所に移
動することは不合理である。
　したがって、身業は運動ではない。（AKBh,p.193,1-4）

a） 滅（vināśa）は無（abhāva）である。
b） 無には如何なる原因も想定されない。
c） したがって、滅は如何なる外的な原因をも必要としない、自然発生的な

ものであり、有為法に固有な本質である。
d） だから、すべての有為法は刹那滅である。
「滅不待因性にもとづく刹那滅論証」と言うことできるが、後に「滅性にもとづく
推論」（vināśitvānumāna）と呼ばれ、ダルマキールティ（c.600-660）の「存在
性にもとづく推論」（sattvānumāna）と区別されたものと本質的に同じである（１）。

［犢子部］ もしも一切が刹那的であると成立するなら、まさにその通りで
あろう。

［世
ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ

親］ そのこと（= 一切有為法刹那滅）はまさしく成立していると知るべし。
［問い］ どのようにか。
［世

ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ

親］ 有為（法）は必ず
　滅するからである。
実に諸存在（bhāva）の滅には原因がない。

［問い］いかなる理由によってか。
［世

ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ

親］ 実に、結果には原因がある。しかし、滅は無である。そして、無
に対して、何を為すことができようか。
この原因を持たない滅が、もしも生じたばかりの存在にないとすれば、後にも

〔そのような滅は〕ないであろう。存在としては〔前も後も〕同じだから。
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　世
ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ

親（c.340-400）は『倶舎論』(Abhidharma-kośa-Bhās
4

ya=AKBh）の 1）第二と
2）業品第四において、有為法（因縁によって成り立っている身心等の諸要素）が
刹那的であって、刹那に生じては滅する、という。
　業品では業の自性を考察し、身・口・意の三業の中、意業は思（cetanā）であ
り、身・語の二業は意思によって行われる（cetanā-kr

4

ta）のであり、身と語の二
業は、ともに表業（vijñapti）を自性とする。そして身の表業は形（sam

4

sthāna）で
あり、語の表業は言声（vāg-dhvani）である、とする。議論の争点は、有部が身
表業（kāya-vijñapti）は形という物質であると定義したのに対して、犢子部

（Vātsīputrīya）、もしくは正量部（Sām
4

matiya）が、身表業は単なる形ではなく、
行為者の行う運動（gati）とする異説を否定するために刹那滅論が唱えられる。

［有部］ところで、その〔身・語二業の表業・無表業の〕うち

身表業は〔色法のうちの〕形であると〔毘婆沙師によって〕認められてる。

心によって身体がとる、あれこれの形が身表業である。

［異論］他のものたち（= 犢子部）は〔身業表は〕運動であると〔いう〕。な

ぜなら、〔身体を〕動かすときには身業があり、動かさないときには〔身

業が〕がないと。（AKBh,p.192,20-24）

　一切の有為法は刹那滅であるから、アートマンやプドガラのように何らの持
続する行為主体を前提とする「運動」という概念は成立しない、と考え、それ
故に身表業は運動ではないと主張するのである。

［世
ｳﾞｧｽﾊﾞﾝﾄﾞｩ

親］彼ら（= 犢子部）は〔以下のように〕答えられるべし。
〔身業表は〕運動ではない。

なぜなら、有為〔法〕（sam
4

-skr
4

ta）は刹那滅的（ks
4

an
4

ika）であるから。
［問い］< 刹那 >（ks

4

an
4

a）とは何か。

ヴァスバンドゥ（世親）の刹那滅論の考察
渡　邊　良　昭
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日閲覧）。
10）「次世代リーダーズサミット開催報告」、『（浄土真宗本願寺派）宗報』（2018.2 月号）P39。

浄土真宗本願寺派総合研究所 HP に PDF あり（http://j-soken.jp/download/9292）。
11）「次世代リーダーズサミット開催報告 2」、『（浄土真宗本願寺派）宗報』（2018.3 月号）P20。
12）「次世代リーダーズサミット開催報告 3」、『（浄土真宗本願寺派）宗報』（2018.5 月号）P37。
13） 全 日 本 仏 教 会 HP「2018 年 東 京 宣 言」http://www.jbf.ne.jp/assets/files/pdf/

tokyosengen.pdf（2020 年 9 月 20 日閲覧）。
14）曹洞宗 HP、特設ページ「曹洞宗×ＳＤＧｓ」https://www.sotozen-net.or.jp/sdgs/

（2020 年 9 月 20 日閲覧）。
15）「ＳＤＧｓに寺院住職はどのようにかかわるべきなのか」（『月刊住職』2020。7 月号）

P32 ～ 35。
16）蟹江憲史 監修『未来を変える目標 ＳＤＧｓアイデアブック』（紀伊國屋書店、2018 年）

P36 ～ 37。
17）「次世代リーダーズサミット開催報告 2」『（浄土真宗本願寺派）宗報』（2018.3 月号）P24

～ 25。
18）「ＳＤＧｓに寺院住職はどのようにかかわるべきなのか」（『月刊住職』2020。7 月号）

P36。
19）『新纂浄土宗大辞典』「浄土宗二十一世紀劈頭宣言」P797 ～ 798。
20）浄土宗ＨＰ「浄土宗とは？～浄土宗 21 世紀劈頭宣言」https://jodo.or.jp/about/

declaration-21th/、（2020 年 9 月 20 日閲覧）。
21）「浄土宗第 121 次定期宗議会議事録」『浄土宗宗報』2020.2 月号、P124。
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　しかし、現在、浄土宗においてはＳＤＧｓへの関心が薄いといわざるを得な
い。宗議会においても「ＳＤＧｓ」という単語は、第 121 次定期宗議会

（2019.9.9 ～ 13）において 3 カ所、1 質疑内にみられるのみである。加用雅愛
議員の質問への吉水仙昭議員の関連質問で、平和アピールに関連してＳＤＧｓ
を取り上げ、現在（2019 年 9 月当時）宗においてＳＤＧｓにどのような反応
をしているのかという質問に対し、当局より、現在のところ宗としては何もな
い状況であると返答している（21）。
　このような状況においては、ＳＤＧｓの啓蒙活動自体も必要であり、浄土宗
教師の認知度を高めるためにも講習会などで積極的に取り上げていくべきであ
ると考えられる。

１）外務省 特設ページ「JAPAN SDGs Action Platform」https://www.mofa.go.jp/mofaj/
gaiko/oda/sdgs/index.html、（2020 年 9 月 20 日閲覧）。

２）「ＳＤＧｓ仏教界に広がる」『中外日報』（2019.6.28）、「ＳＤＧｓに寺院住職はどのよう
にかかわるべきなのか」『月刊住職』（2020.7）など。

３）経済産業省関東経済産業局 日本立地センター「中小企業のＳＤＧｓ認知度・実態等調査
結果」（H30.12）によると、中小企業 500 件のうち 490 件（98％）が「全く知らない」

「詳しく知らない」「対応は検討していない」としており、ＳＤＧｓに対する印象として、
「国連が採択したもの」「大企業が取り組むべきもの」であり、自社には関係ないと回答
している。おそらく同様の意識が僧侶のなかにもあると推察される。

４）外務省 特設ページ：JAPAN SDGs Action Platform「ＳＤＧｓとは？」、各種参考資料
「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（PDF）」https://www.mofa.go.jp/mofaj/
gaiko/oda/sdgs/about/index.html#reference（2020 年 9 月 20 日閲覧）。英語本文と外
務省による日本語仮訳がある。

５）「2030 アジェンダ」P1。
６）インターネット寺院 彼岸寺「仏教なう」松本紹圭「日本的ＳＤＧｓのヒントはここにあ

り！ Ｓ Ｄ Ｇ ｓ と 仏 教 が 結 ば れ る 3 つ の 理 由」（2017/10/24）、https://higan.net/
now/2017/10/sdgs/（2020 年 9 月 20 日閲覧）。なお、全日仏青ＨＰの歴代理事長の挨拶
に倉島師の挨拶があり、ＳＤＧｓに言及している（http://www.jyba.ne.jp/about/
greeting.php）。

７）全日本仏教青年会 全国大会特設ページ、http://www.jyba.ne.jp/archive/wfby20th/
zenkoku/（2020 年 9 月 20 日閲覧）。

８）比叡山宗教サミット 30 周年記念「世界宗教者平和の祈りの集い」日本宗教者代表会議、
「比叡山メッセージ 2017」http://www.tendai.or.jp/summit/message/2017-ja.pdf（2020
年 9 月 20 日閲覧）。

９） 浄 土 真 宗 本 願 寺 派 特 設 ペ ー ジ「第 25 代 専 如 門 主 伝 灯 奉 告 法 要」、 お 知 ら せ
（2017/10/17）、https://www.hongwanji.or.jp/dentou/info/002120.html（2020 年 9 月 20
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　あらためて浄土宗 HP に記載される劈頭宣言の理念を確認してみよう。
20 世紀は人間の限りない可能性を信じた時代であった。科学技術の進歩、
合理的思惟、それらは人間の生活や文化の領域を拡大してきた。
しかし、一方、恐るべき核兵器の開発、国家や民族間の対立、地球環境の
破壊、人間の欲望の肥大、家庭の崩壊、道徳や教育の荒廃など負の遺産も
また生じた。
これらを引きつがざるをえない我々は、法然上人の説かれた「愚者の自
覚」に立ち返って、これを解決すべく平和、環境、倫理、教育、人権、福
祉などの諸問題に取り組まなければならない。

（中略）
仏教の根本思想は「縁起」である。縁起とは、すべての「いのち」はひと
つに結ばれ、共に生かし、生かされることである。

「願共諸衆生往生安楽国」を願った中国唐の 善導大師を師と仰いだ法然上
人の心こそ、縁起の思想をふまえた「共生」である。この「 共生」の教
えこそ、21 世紀の指針となろう。浄土宗は、住職、寺族一丸となって、
法然上人の心を家庭に、社会に、世界に広げていくことを誓う（20）。

先述のように劈頭宣言が発信されたのは 2001 年である。しかし、下線部に注
目すると、少なくともＳＤＧｓの 17 の目標のうち①②③④⑤⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯
⑰に関連しているのではないだろうか。
　このようにすでにある活動・運動に紐付けることが可能であるのがＳＤＧｓ
であり、浄土宗においては 21 世紀劈頭宣言をＳＤＧｓの視点で捉え直すこと
ができると考えられる。

まとめ

　本稿ではＳＤＧｓと仏教、ならびに「浄土宗 21 世紀劈頭宣言」との親和性
について考察し、浄土宗におけるＳＤＧｓへの取り組みについて検討を試みた。
　浄土宗においては 21 世紀劈頭宣言をＳＤＧｓと紐付け、捉え直すことが可
能であると考えられる。また、具体的な活動については、超宗派で行われてい
るおてらおやつクラブ、浄土宗と総合研究所が共働で薦めている寺院での介護
者カフェ開催、また浅草地域で路上生活者の支援をしている社会慈業委員会

（ひとさじの会）などもＳＤＧｓを関連づけることができよう。



─ 19 ─

四弘誓願のほかに、すべての課題が関連し合っている点は「縁起」、環境問題
は「身土不二」につながるとしている。さらに記事のなかでは「自利利他円
満」、高野山真言宗の「共利群生」、天台宗の「一隅を照らす運動」なども取り
上げ、ＳＤＧｓと仏教の共通項が無数にあることを指摘している。
　一方で、仏教界においてＳＤＧｓに関連する活動として「おてらおやつクラ
ブ」が書籍などに取り上げられている。おてらおやつクラブはその設立（活動
開始）が 2014 年であるにもかかわらず、ＳＤＧｓ関連の書籍に取り組み事例
として紹介され（16）、また代表の松島師は先述の「次世代リーダーズサミット」
でシンポジウムに登壇し、おてらおやつクラブをＳＤＧｓ的な視点で言及して
いる（17）。これはＳＤＧｓを意識して新たに活動が始まったのではなく、従来
の活動をＳＤＧｓ的視点で捉え直したものである。
　つまり、いずれの宗派も従来からＳＤＧｓにつながる活動・運動がなされて
いるが、それらがＳＤＧｓと関連づけ、標榜されていない状況であるといえる。

三、浄土宗 21 世紀劈頭宣言とＳＤＧｓの親和性

　前節において、仏教界全体では従来の活動・運動に対し、ＳＤＧｓが関連づ
けられていないことを指摘した。それは自然とＳＤＧｓに対する認知度と意識
の低さにつながると考えられる。先述の光薫寺（本門佛立宗・福岡市）小林信
翠師は、自坊で高齢者向けの体操教室や寺子屋を 20 年以上行っているが、Ｓ
ＤＧｓの視点で捉え直すと意味合いが変わり、視野が広がると指摘してい
る（18）。では、浄土宗において、このような点をどう考えるべきであろうか。
　浄土宗には、21 世紀を迎えるにあたり教化の精神的支柱として 2001 年 1 月
1 日に「浄土宗 21 世紀劈頭宣言」（以下、「劈頭宣言」）が発表された（19）。劈頭
宣言は 20 年近くを経た現在、浄土宗教師に浸透し、かつ宗議会などの質疑の
発言のなかにもたびたび登場している。その宣言の文言は下記のとおりである。

愚者の自覚を
家庭にみ仏の光を
社会に慈しみを
世界に共生を

発表当初の議会では、「劈頭宣言の具体化」が活発に議論され、その後、人
権・同和問題などに紐付けられ、意識が浸透したものと考えられる。
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て「次世代リーダーズサミット」が開催され、国連広報局よりマーヘル・ナセ
ル氏を招いた基調講演、蟹江憲史氏（慶応大学大学院教授）、末吉里花氏（一
般社団法人エシカル協会代表理事）、松島靖朗氏（おてらおやつクラブ代表理
事）、釈徹宗（相愛大学教授）が登壇、国谷裕子氏（東京藝術大学理事）をモ
デレーターとして「誰一人取り残さない」をテーマにシンポジウムが行われ
た（９）。そのなかでマーヘル・ナセル氏は冒頭の挨拶において、「本日お集まり
の多くの方が仏教徒として、慈悲の心や縁起の思想に基づいて様々な社会問題
に取り組んでおられると伺っています。このことは仏教徒の皆さまとＳＤＧｓ
が極めて高い親和性を本来的に有していることを意味すると理解していま
す（10）」と述べ、高い期待を寄せている。またシンポジウムでは、釈氏が仏教
の特徴として「非暴力」「縁起」「少欲知足」をあげ、これらはＳＤＧｓと合致
するのではないかと指摘している（11）。また国谷氏は「もし仏教界がＳＤＧｓ
への理解を深めて、地域での取り組みを活発化させれば、社会問題解決に向け
た力強いプラットホーム（環境、構造、場所）が、生まれる（12）」のではない
かと提言している。
　続いて、全日本仏教会は 2018 年 11 月の WFB 世界仏教徒会議日本大会にお
いて「2018 年 東京宣言　慈悲の行動―生死の中に見出す希望―」（東京宣言）
を採択した。この東京宣言の 1 項目には、

私たちは、国連の持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の実現を支援します。
例えば、貧困集落が生活の質を改善し、収入を増やすことができるような
実用技術を身に付ける手助けをします。（13）

とあり、会としてＳＤＧｓの推進を重要視していることがわかる。
　このほか、曹洞宗は教団として積極的にＳＤＧｓに取り組んでおり、HP に
は特設ページが設けられ、宗内外に向けた研修会においてもＳＤＧｓを取り上
げている（14）。
　以上、2015 年に国連で採択されて以降、徐々に認知されていくなか、2017
年から仏教界でもＳＤＧｓが注目され、発信され始めたといえるが、依然、宗
派をあげて取り組んでいる教団は少ないのが現状であろう。
　しかし、実際にどのような取り組みがＳＤＧｓにつながるのかが理解されて
いない側面もあると推察される。『月刊住職』2020 年 7 月号にはそのような点
に着目した記事がみられる（15）。本門佛立宗光薫寺（福岡市）の小林信翠師は、
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⑩人や国の不平等をなくそう
⑪住み続けられるまちづくりを
⑫つくる責任 つかう責任
⑬気候変動に具体的な対策を
⑭海の豊かさを守ろう
⑮陸の豊かさも守ろう
⑯平和と公正をすべての人に
⑰パートナーシップで目標を達成しよう

　これらの目標は達成できなかったからといって罰則があるわけではなく、法
的な拘束力もない。さらに目標を提示するのみで、そのための方法・手段は実
践者それぞれに委ねられている。また 17 の目標は独立しているものではなく、
その達成過程において関連し合って成立しているものでもある。そして、「誰
一人取り残さない」というＳＤＧｓの基本理念がとくに仏教との親和性が深い
と指摘される由縁である。

二、仏教界におけるＳＤＧｓ

　一般社団法人 お寺の未来代表理事の松本紹圭師は、仏教界において公の場
でＳＤＧｓに触れたのは、全日本仏教青年会第 21 代理事長に就任した倉島隆
行師であり、その所信表明演説（2017.5）においてであろうと指摘している（６）。
倉島師は理事長在任中（2017.6 ～ 2019.5）の活動テーマを「慈悲の行動」とし、
ＳＤＧｓを指針として 2018 年 11 月に開催された第 20 回 WFBY 世界仏教徒
青年会議日本大会、また全日仏青全国大会に臨み「仏教×ＳＤＧｓ」と題しシ
ンポジウムを開催した（７）。
　倉島師の所信表明以後、仏教界においてＳＤＧｓへの言及が徐々に見られる
ようになる。2017 年 8 月に行われた比叡山において開催された宗教サミット
では、「比叡山メッセージ 2017」においてＳＤＧｓに触れ、「この開発目標は
取り組みの過程で《地球上の誰一人として取り残さない》というもので、まさ
に宗教者の立場と一致しており、これを強く支持したい（８）」と記されている。
つまり、仏教界のみならず、日本の宗教界全体がＳＤＧｓへの支持を表明して
いるといえる。
　2017 年 11 月 8 日には、浄土真宗本願寺派が主催となり、築地本願寺におい
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ら 成 る。 そ れ ら の 目 標 は、2015 年 9 月 25 日 に 国 連 総 会 で 採 択 さ れ た
「Transforming our world：the 2030 Agenda for Sustainable Development
（我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ）」（以下、
「2030 アジェンダ」）に記載されている（４）。「2030 アジェンダ」は「前文」「宣
言」「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）とターゲット」「実施手段とグローバ
ル・パートナーシップ」「フォローアップとレビュー」の 5 節で構成されてい
る。
　その前文には

このアジェンダは、人間、地球及び反映のための行動計画である。これは
また、より大きな自由における普遍的な平和の強化を追求するものでもあ
る。我々は、極端な貧困を含む、あらゆる形態と側面の貧困を撲滅するこ
とが最大の地球規模の課題であり、持続可能な開発のための不可欠な必要
条件であると認識する。
すべての国及びすべてのステークホルダーは、協同的なパートナーシップ
の下、この計画を実行する。我々は、人類を貧困の恐怖及び欠乏の専制か
ら解き放ち、地球を癒やし安全にすることを決意している。我々は、世界
を持続的かつ強靱（レジリエント）な道筋に移行させるために緊急に必要
な、大胆かつ変革的な手段をとることに決意している。我々はこの共同の
旅路に乗り出すにあたり、誰一人取り残さないことを誓う（５）。

とあり、すべての国と人々が関係者であることと、ＳＤＧｓの理念ともされる
「誰一人取り残さない」という一文が示されている。
　17 の目標を列挙すると以下のとおりである。

①貧困をなくそう
②飢餓をゼロに
③すべての人に健康と福祉を
④質の高い教育をみんなに
⑤ジェンダー平等を実現しよう
⑥安全な水とトイレを世界中に
⑦エネルギーをみんなに そしてクリーンに
⑧働きがいも経済成長も
⑨産業と技術革新の基盤をつくろう
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はじめに

　ＳＤＧｓとは、「Sustainable Development Goals」の略であり、日本語訳で
は「持続可能な開発目標」とされる。2015 年に国際連合（以下、「国連」）に
おいて全会一致で採択された 2030 年までに各国が取り組み解決するべき 17 の
世界的目標である（１）。17 の目標は、「1. 貧困をなくそう」「11. 住み続けられる
まちづくりを」「16. 平和と構成をすべての人に」など途上国が中心となる目標
や先進国も含まれる目標、地球規模の目標が掲げられている。
　2020 年現在、仏教界・僧侶の間でもＳＤＧｓと仏教との親和性が高いこと
が注目され、実践に取り組んでいる僧侶の姿が見受けられる（２）。一方でＳＤ
Ｇｓ自体の認知度は年々高まっているが、仏教界全体では、認知・実践してい
る僧侶は少ない印象を受ける。おそらく、「国連で採択」「世界的目標」などの
言葉がＳＤＧｓと仏教・寺院との関連性を心証的に希薄にしているのではない
かと推測される（３）。しかし、注目し、実践している僧侶がいることも事実で
あり、決して他人事ではない。さらに言えば、2001 年に「21 世紀劈頭宣言」
を掲げた浄土宗ならびに浄土宗教師において、ＳＤＧｓは看過されるべきでは
ない。
　本稿においては、ＳＤＧｓと仏教、ならびに「浄土宗 21 世紀劈頭宣言」と
の親和性について考察し、浄土宗におけるＳＤＧｓへの取り組みについて検討
を試みたい。

一、ＳＤＧｓについて

　ＳＤＧｓは、極度の貧困を解消し公平な社会を構築するために 2000 年に国
連で承認された「ミレニアム開発目標：Millennium Development Goals= ＭＤ
Ｇｓ」が前身であるといわれ、先述のように 17 の目標と 169 のターゲットか

浄土宗 21 世紀劈頭宣言とＳＤＧｓ

大　橋　雄　人
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安達俊英　2014 「Vaiśes
●

ika-sūtra における『全体（avayavin）』の概念」 印度学仏教学研究 62 
（2） 820-815. 

宮元啓一　1977 「Vaiśes
●

ika 学派の apeks
●

ābuddhi」 『印度学仏教学研究』25（2）: 908-903.
―――　　2008 『インドの「多元論哲学」を読む――プラシャスタパーダ『パダールタダル

マ・サングラハ』』春秋社 .
山上證道　1967「avayavin について――Naiyāyika と Bauddha との論争の一斷面――」

『印度学仏教学研究』 15（2）: 882-880. 
渡辺照宏　1953「仏教論理学派と刹那滅説の論証」『哲学年報』14: 87-100.
渡邉眞儀　2014 「Nyāyakandalī における時間論―かなた性（paratva）・こなた性（aparatva）

の分析を中心に」『印度学仏教学研究』63（1）: 332-329.
―――　　2016「時間は空間の複製なのか？―『パダールタダルマサングラハ』における時

間と方位の相違点」『印度学仏教学研究』65（1）: 265-262.
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ことができる。これが身体の相続である。そして刹那的な実体としての身体は、
時間の中のある一点において存在している。NK の著者シュリーダラはこの時
間の中の点を時間点と呼び、それと身体が結合していると考えた。そして相続
の理論を用いることで、時間点と身体との結合の数を、過去から現在に至る一
連の系列の中で数え上げることができる。こうして空間的な遠近と同様に、時
間的な老若についても結合の数という形での数値化が可能になったのである。

結論

　本稿では音声と身体に関するヴァイシェーシカ学派の相続説について概観し
た。前者では、属性である音声は運動を持たないというカテゴリー論の原則と、
音声の聴覚器官への到達という知覚論上の要請との調和が図られている。後者
では、部分と全体についてのヴァイシェーシカ理論に基いて、刹那滅な存在と
して身体を位置付けながらも、身体の時間的連続性を想定するために相続説が
用いられている。刹那滅と相続という理論的枠組み自体は仏教とも共通するも
のであるが、それが単に理論の借用に留まらず、ヴァイシェーシカ学派特有の
問題の解決に充てられているという点に注目すべきであろう。

〈略号及び使用テキスト〉

NK Nyāyakandalī: Being a Commentary on Praśastapādabhās
●

ya with Three Sub-
Commentaries.  Ed. J. S. Jetly and Vasant G. Parikh. Geakwadʼs Oriental Series, no. 174. 
Vadodara: Oriental Institute, 1991.

PDhS Word Index to the Praśastapādabhās
●

ya: A Complete Word Index to the Printed 
Editions of the Praśastapādabhās

●

ya.  Ed. Johannes Bronkhorst and Yves Ramseier. 
Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1994.

参考文献

Lysenko, Victoria. 1997. “The Vaiśeṣika Notions of Ākāśa and Diś from the Perspective of 
Indian Ideas of Space.” In Beyond Orientalism―The Work of Wilhelm Halbfass and Its 
Impact on Indian and Cross Cultural Studies,  ed. Eli Flanco and Karin Preisendanz, 
Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, no. 59, 417-447. 
Amsterdam: Rodopi.
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し興味深いことに、この観念を原因としてかなた・こなた性という客観的な実
在としての属性が対象の側に一瞬だけ生じる。そして観察者はそのかなた性・
こなた性を認識することが出来るのである（9）。
　身体の相続が問題となるのは時間的な老若の観念においてであるが、先に空
間的な遠近の観念の生起について、比較のために見ていくことにする。まず 1
人の観察者がおり、その人物が同一の方角にある 2 つの対象を眺めている。こ
の時、観察者がいる地面の点はそれに近接した地面の点と結合している。この
結合の連鎖は 2 つの対象物に至るまで続いており、結合の合計数が多い方の対
象に「遠くにある」という観念が生まれ、もう一方には「近くにある」という
観念が生まれる。そしてその観念を契機として、かなたにある方位点との結合
から、一方の対象物にかなた性が生じ、同様にもう一方の対象物にこなた性が
生じる（10）。
　これと同様に、老若の観念に関しても、何らかの結合の数の比較が可能であ
るのが望ましい。しかしながら、その結合とは具体的には何と何の結合なのだ
ろうか。PDhS はこの問いに関して曖昧にしか答えていないが、NK はより明
快である。すなわち、身体と時間点との結合がそれである。

NK: その観念を契機として、太陽の少ない周回を特徴とする近接した時間
点との結合から、こなた性が生じる。若い男と年老いた男の身体は、身体の
相続を考慮することで、時間［点］との結合の多数性と少数性を持つ。一方
で、［相続を考慮しない］個別の対象としての［身体が、時間点との結合の
多数性と少数性を持つことは］ない。それら［の身体］は刹那ごとに消滅す
るから（11）。

　先述のように身体は刹那滅であるが、時間的に隣接する新旧の身体を構成す
る部分というのは大部分が一致しているので、そこにある種の連続性を見出す

９）かなた性・こなた性の生起する過程の詳細については宮元（1977）、渡邉（2014）を参照。
10）地面の点というのは地元素の原子によって構成された地面の一部分のことであると考え

られ、これらは相互に結合を持つ。これらの地面の部分はさらに、それが位置する空間
上の一点において、方位と結合している。渡邉（2016）で論じたように、そこで方位と
別の実体が結合しているような、方位の一部である点を方位点と呼ぶ。

11）NK, 396.16-18.



─ 11 ─

　最初の音声それ自体が聴覚器官に到達することはない。しかしその音声が隣
接した場所に次の音声を生み、その音声もまた次の音声を生むことで、一連の
音声の連なりが聴覚器官に到達するまで続く。この場合、最初の音声と聴覚器
官に到達した最後の音声は別のものであるが、途切れのない因果関係に基いた
相続の系列を形成しているために、両者が同種のものであることが保証される。

身体の相続説

　前節では音声の相続説について概観した。その趣意は主に、音声と聴覚器官
との間の空間的な懸隔を、運動という手段を用いずに乗り越えることにあった。
一方で本節で扱う身体の相続説は、身体という刹那的な実体に対して、時間的
な連続性を担保するために用いられている。
　これについて検討する前に、ヴァイシェーシカ学派の部分と全体の理論につ
いて確認する（8）。まず原子のような小さな実体があり、それが部分として複
数集まって、新たな実体を形成する。これが全体と呼ばれるものである。この
理論においては、全体は単なる部分の集合ではなく、それ自体部分とは別の新
たな実体として位置付けられる。この全体としての実体は、その構成要素であ
る小実体同士の結合に基いている。そのため、全体は部分の結合に変化がない
限りは存続しているが、ある部分の結合が切れて分離したり、逆に新たな部分
が結合して付け加わると、古い実体は消滅してまた別の全体としての新たな実
体が生じることになる。以上の理論によると、身体もまた非常に多くの原子か
らなる全体である。そして髪や爪が伸びる、皮膚が変化するというような現象
から分かるように、身体の構成要素は刻一刻と変化している。そのため、実体
としての身体は恒常的に存在するものではなく、一瞬ごとに新しい実体が生ま
れ消えていく、刹那滅の状態にあることになる。
　このような身体に相続説が適用されるのは、かなた性（paratva）・こなた性

（aparatva）という属性の生起の説明においてである。これらの属性は空間的
な遠近と時間的な老若という相対的な観念に関係している。これらの観念自体
は観察者が 2 つの対象を比較したときに生じる主観的なものに過ぎない。しか

８）全体の理論の詳細については山上（1967）、安達（2014）を参照。
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特定の場所に存在する。
　これらの性質を前提とすると、音声が生じて聴覚が生じるまでのプロセスは
どのようになるだろうか。まず、太鼓とばちの結合などによって、太鼓のある
場所に音声が生じる。このとき音声と聴覚器官は空間的に隔てられている。し
たがって音声は聴覚器官のある場所まで到達しなければいけない。しかし、音
声は実体ではなく属性であり、しかも一瞬で消滅してしまうため、原子などの
実体とは異なり運動によって移動することは出来ない。ここで音声の相続とい
う概念が登場することになる。PDhS と NK は、音声の相続を水面の波にたとえ
て次のように説明している。

PDhS : 結合もしくは分離から生じた音声から、波の相続のように音声の相
続がある、とこのように相続によって聴覚器官の場所にまで到達した［音声
が］把捉される。聴覚器官と音声との間に往来は存在しないので（訳注：一
方が運動によって、他方のある場所に移動することがない、という意味）、

［聴覚器官に］到達していない［音声は］把捉されないから、残余法により
相続が成立する（6）。

NK: また、音声から音声が生じることについて述べる。結合および分離か
ら生じた音声から、波の相続のように音声の相続がある。すなわち、水の波
がそれに隣接した場所に別の波を生じさせ、その［波］もまた別のものを、
さらにそれもまた別のものを［生じさせる］というように、このような次第
で波の相続が生じる。これと同様に、既に生じた音声からそれと隣接した場
所において別の音声が［生じ］、またそれから［別の音声が生じる］。両者

（音声と聴覚器官）の間に往来が存在しないので、［聴覚器官に］到達した
［音声］だけが認識されるというわけで、またこの［音声］から別の［音声
が生じ］、またこの［音声］から別の［音声が］、というようにこのような次
第で音声の相続が生じる。このように、相続によって聴覚器官の場所に到達
した最後の音声が把捉される（7）。

６）PDhS, 67.7-10.
７）NK, 638.14-19.
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音声の相続説

　ヴァイシェーシカ学派において、音声は特殊な属性として定義される。同学
派の学説において、属性である音声については基体となる実体が必要とされ
る（3）。そこで導入されるのが虚空（ākāśa）である（4）。虚空とは遍在（vibhu）
かつ常住（nitya）な実体であり、方位（diś）とともに我々の空間の概念に相
当する働きを有している（5）。さらに加えて、虚空は聴覚器官としても位置付
けられている。これは具体的には耳孔という特定の場所に限定された虚空を指
している。そして同学派の理論においては、感覚器官はその知覚対象となる属
性を持つ必要がある。すなわち視覚器官は色という属性を所有し、嗅覚器官は
匂いという属性を所有している。同様に、耳孔という虚空の一部分が音声を捉
える聴覚器官として成立しているのであるから、虚空は音声の基体として音声
を所有しているはずだ、というのが同学派の見解である。
　さて、ヴァイシェーシカ学派において音声は刹那的な存在であると既に述べ
た。さらに、ひとつの音声は虚空全体に遍在しているわけではなく、その中の
特定の場所（pradeśa）に存在する。ここまで明らかになった音声の性質を列
挙すると次のようになる。（1）音声は虚空の属性である。（2）音声は聴覚器官
によって捉えられる。（3）音声は刹那的な存在である。（4）音声は虚空の中の

３）ヴァイシェーシカ学派の学説では、世界を構成する要素をいくつかのカテゴリーに分類
する。文献によってカテゴリーの総数に違いがあり、PDhS では実体（dravya）、属性

（gun
4

a）、運動（karman）、普遍（sāmānya）、特殊（viśes
4

a）、内属（samavāya）という
6 種が定義されている。このうち運動と属性は、何らかの実体に所属するものとしての
み存在する。さらに属性には、あらゆる実体に共通の属性と、特定の種類の実体にのみ
所属する特殊な属性という区別がある。

４）他の実体ではなく虚空が音声の基体であるという証明は PDhS およびその諸注釈で論じ
られている。詳細については PDhS, 11.14-12.2 などを参照。

５）歴史的に見ると、虚空と方位の働きの区分はそれほど明確ではない。Lysenko（1997, 
421-423）が指摘するように、かつては虚空がより広範な空間の概念に相当する働きを有
しており、方位は字義通り東西南北の方位を表示する役割を主として担っていた。しか
し PDhS によって大成した標準的なヴァイシェーシカ学説においては、方位の担う役割
が拡充される。すなわち、「いつ」を指定する時間と対になって「どこで」という空間
的な位置指定を行うための座標のような働きを持つようになった。この詳細については
既に渡邉（2016）などで論じた。一方の虚空は、音声の基体としての働きを除いて次第
に役割を縮小していった。
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問題の所在

　不変の実体を否定し、あらゆる事物をうつろい変化するものであると考える
無常の思想は仏教の基本的な考え方であり、既に阿含経典にも現れている（1）。
渡辺（1953）が指摘するように、この考えはアビダルマの論師たちによって刹
那滅の思想として体系化された。一方、この刹那滅の思想の下で、物体の持続
という日常経験を説明する必要性も生じてきた。そこで用いられたのが相続

（sam
4

tāna）という概念である。これは一刹那ごとに生滅している事物に対し、
我々の認識の側が連続性を仮定しているということを意味している。
　興味深いことに、仏教と対立し論争を行った他学派の中にも、このような相
続の概念を採用している例が見られる。ヴァイシェーシカ学派はアートマンな
ど種々の実体の存在を認め、実在論的な存在カテゴリーの分類に基づく体系を
構築したことで知られている。同学派では仏教のような全面的な刹那滅の思想
は採用されていないが、実体カテゴリーの一種である身体、属性カテゴリーの
一種である音声は刹那的な存在であるとされ、それらの説明に相続説が用いら
れている（2）。本稿では同学派の代表的な文献６世紀の学匠プラシャスタパー
ダの著作『パダールタダルマサングラハ』（Padārthadharmasam

4

graha、以下 
PDhS）および、その注釈である 10 世紀のシュリーダラの著作『ニヤーヤカ
ンダリー』（Nyāyakandalī、以下 NK）の記述を参照しながら、同学派におい
て相続説が用いられた背景について考察する。

１）例えば『雑阿含経』（T2.121a9-11）では「佛告比丘。我以一切行無常故。一切諸行變易
法故。説諸所有受悉皆是苦」というように、無常と苦の思想が結びつけられている。

２）相続という語自体はこの他に睡眠などに関する文脈で用いられているが（cf. PDhS, 43.3-
6）、これは単に呼吸の連続といった程度の意味であり、先述の刹那滅に関連した用法と
の関連は薄い。

ヴァイシェーシカ学派における相続（saṃtāna）説

渡　邉　眞　儀
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いるからである。また、推論がそれらを対象とすることはない。（推論からは）
特殊とその関係を確認することはできないからである。［viv.1-25］
　

「訳注」
１）Bh.1-7<p.19 l.2>。尚、「通して」と訳した言葉はテキストでは、”pranād

4

ikayā” となって
いるが、Bh.1-7 に従って ”pram

4

ālikayā” として読んだ。
２）Br

4

hadāran
4

yaka Upanis
4

ad 1.5.3 。
３）テキストでは、”vemalya” となっているが、同頁 8 行目にある ”vaimalya” の誤記として

読んだ。
４）ジャイナ教の 24 人のティールタンカラのうちの最初の人物。最後のティールタンカラ

がヴァルダマーナである。それぞれある一定の期間のみ存在する。渡辺研二［2005］参照。
５）”tīrthakaran

4

a” を訳した言葉であるが、校訂者が　”tīrthakara” としているのに従った。
６）Bh.1-7 の ”yathā deśāntara　prāpter　gatimaccandratārakam caitravat” （他の場所に到

達するから月や星は運動するものである。チャイトラのように）<p.26 l.12> という箇所
を簡潔に言い換えて、推論についての詳細は Bh.1-7 で既に述べられたということを説明
したものと思われる。

７）つまり、「自在神の実在を認めない者が、自在神の属性について言及できるはずがない」
と、主張しているのである。

８）カピラはサーンキヤ学派の祖と伝えられ、つまり、Bh. が説くところの「最初の知者」
である。尚、Viv. 作者はカピラと自在神を同格に解説している。また、ナーラーヤナは
ヴィシュヌの異名であるが、ここではカピラの別名とされている。

９）開祖カピラの弟子、パンチャシカの師匠と伝えられる。

（主な参考文献）
Rukmani,T.S., Yoga-sūtrabhās

4

yavivaran
4

a Vol.1, Munshriram Manoharlal Publishers Pvt.Ltd, 
2001

Leggetto, Trevor, śan4kara on the yoga sūtras , Motilal Banarsidass Publishers,Delhi,1992
渡辺研二『ジャイナ教』論創社、2005 年。
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　（共通の）普遍を認めない者に対して、誤解の原因は存在しない。真珠貝を、
カッコウと間違えることが誰に生じようか（いや、誰にも生じない）。従って、
名称などの特殊の理解は、聖典に基づいて求められるべきであると述べられた。
つまり、（名称などの特殊の理解は）ヴェーダ、叙事詩、プラーナ、ヨーガ、
法典などの聖典に基づいて求められるべきである。
彼（自在神）は自らを利することないが、つまり、彼には自らのために、

何かを得るということはないが、生き物たちにとっては、つまり、無明の泥に
溺れている者たちにとっては、輪廻の大海を渡る手段としての泳ぎ方を教えて
くれる者が（自分の）他にいないから、彼らを利するということが（自在神
が）行うべきことなのである。
　知恵とダルマの教説によって、他のものの庇護を受けずに、全身全霊で自ら
に帰依を告げる者たちを、劫崩壊と大崩壊において、つまり、自在神に護られ
たさまざまな伝承聖典や知識をもつ諸師が滅した時に、繰り返し慈悲の甘露を
生じることによって、「私（自在神）が救ってやろう」といって、行動すると
いうのが、言外の意である。
　そのように、「最初の知者は」と言われたのである。つまり、最初の知者
が ”ādividvān”  であり、その知恵が、ラジャスとタマスの影響を受けていな
い者という意味である。知恵やダルマなどが、その人から与えられるというの
が、”ādi” （の意味）である。作り出された心を、つまり、教示する目的をもっ
て思惟のみから作り出されたヨーガ行者の心を、侵入する捕捉者のように、支
配した最初の知者が、尊者である最高の聖仙である。つまり、最高の見識ある
人という意味である。それには、聖典に基づく最高性がある。聖仙人（”rs

4 4

i”）
という言葉は、「見る」、あるいは、「行く」を意味する ”rs

4 4

” を語根とすると理
解される。正に、最高の聖仙であり、自在神であり、カピラやナーラーヤ
ナ（８）などと名付けられた人が、アースリ（９）に教えを説いた。従って、自在神
は、プラダーナとプルシャを別物と認識し、あらゆる生き物の在り方である、
行為の結果とそのあらわれ方を知っているので、それらに庇護を与えるもので
あることが確定している。
　卓越したサットヴァという財宝を持っているその自在神が、なぜ創造者であ
るのか。あるいは、なぜ庇護者であるのか。というようなことなどを追及して
はならない。なぜならば、聖典に基づいて求められるべきであると、説かれて
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は、「到達するものには、動きがある。」（６）という箇所（に代表される Y.Bh1-
7）で既に説かれた。
　従って、自在神の名称や属性などの特殊は、存在はしているが、（推論は）
それらを明らかにすることはない。なぜならば、（推論は、自在神が実在する
という）普遍のみを結論付けるからである。
　以上のことは、次のようにまとめられる。属性など（の特殊）は存在してい
ても、（推論は）普遍を示したのち、自ら消滅するから、推論は（特殊に対す
る）教示はできない。さらに、存在しているかもしれないが決して証明されえ
ないもの、つまり推論の対象でないものである、（つまり、推論によって既に
その実在は明らかにされている自在神にとって）能力がないとか、無知である
とか、善であるとか悪であるとか、自在力がないなどということを、いまさら、
明らかにすることができようか（いやできない）。
　従って、矛盾していることを（ともに）立証することはできない。なぜなら
ば、最初に全知者の存在が推論（によって結論付けを）された場合、その非存
在を示す推論は起こりえないからである。

さらに、推論が、他者の見解を考慮することは正しくない。煙を目にする
ことによって、火が推理される場合に、他者による見解を考慮する必要はない
のである。正に、全知者が存在するとか、存在しないとかについては、すでに
立証されているので、わざわざ疑問をもつようなことではない。なぜならば、
壺などと同様に、全知者の真実在は、すでに立証されており、（あらためて）
承認する必要はないからである。ウサギの本性を決定できないものが、「ウサ
ギに角がある」とか、「ない」とかだれが言えようか。いやだれも言えないの
である。（７）（従って、他者の見解を考慮する必要はないのである。）
〔反論者の主張〕
　他者の見解に基づいて、自説に疑いをもつこともある。
〔ヨーガ学派の主張〕
　自在神の実在を承認していない他者（の見解）によって、どうして（自説
を）疑わねばならないのか、と反論しなければならない。
〔反論者の主張〕
　それは、他者に対する誤解である。
〔ヨーガ学派の主張〕
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　またあるものは、他のブッダたちを支配しようと欲し、彼らの勢力範囲を取
り込もうとする。欲望を制御することができないからである。そして、他のブ
ッダを支配できなければ、一切の支配者であるという性質が、なくなってしま
うのである。
〔反論者の主張〕
　（あるブッダが）他のブッダから恩恵を受けることもないし、何かを欲する
こともないから、彼ら（他のブッダ）の勢力範囲を取り込もうとすることもな
いのである。
〔ヨーガ学派の主張〕
　悟りの境地に達した者は、以前に（そうありたいと）欲したある期間にその
境地にあるのと同様に、他のブッダがいる時代にもその境地にありたいと思う
ことが、必ずあるに違いない。

恩恵を受けるべき他の生き物が存在するから、（ブッダが）その時代に存在
しようと欲するのは当然である。一方で、未来のブッダがすべての生き物に恩
恵をあたえるとも限らないのである。
　悟るということは、苦しみなどに関することをその本質とするが、ブッダの
望むところは、生き物の利益になることであるから、他の時代にも存在しよう
とする欲求があるに違いない。また、悟りとは既存の無明などを打破すること
であるから、苦しみなどがない状態がブッダの本質であることを、彼ら（仏教
徒たち）は承認しているからである。従って、ブッダやリシャバなどの他の宗
教者（５）（の思想）に基づいては、無上な能力や知力や自在力は獲得されない。
　しかしながら、我々の自在神にはこれらの欠点はない。時間によって制限さ
れることがないからである。推論に基づけば、能力・知力・自在力が無制限で
あり、卓越性が常に存続しないなどの欠点の存在は疑われない。アートマンや
虚空などに限りがないのと同様である。
<p.72 l.23>
　同様に（ヴャーサの註には）次のように説かれている。推論は、普遍のみを
結論付け、役目を終える、と。（つまり推論は）無上の能力・知力・自在力を
持つ特殊なプルシャ（すなわち自在神）が存在するという普遍のみを結論付け
た時に、役目を終える。つまり、役目がなくなる。（要するに）その推論の役
目が終了するのである。（その点が推論の）卓越性であるから。推論に関して
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とはない。例えば、多くの人でなければ担げない岩などを、象に匹敵するよう
な人がいれば、一人で担ぐことができる。（自在神の場合も同様である。）
　（つまり）普通の人の心は、感覚器官を通して、色形を認識するが、それと
は異なり、最高自在神は心のサットヴァによって、眼などの働きと結びつかな
くとも、独自に認識できるのである。（自在神の）清浄性（３）、能力、自在力、
卓越性が極みに達しているからである。輪廻しているものは、無明などによる
汚れがあり、自在力・能力・知力などが劣っているので、心は（認識するため
に）感覚器官の助けが必要なのである。非力な者たちが、岩などを持ち上げる
場合と（他の助けが必要であるという点で）同じである。
　更に、輪廻するものの中でも、ブッダやリシャバ（４）などのように、自在に
なったものもいるが、彼らは、無上の能力や知力、自在力を得たわけではない。

（その境地に至ってからその存在が消滅するまでという）時間の制約を受けて
いるからである。彼らの説を信奉している者たちも、彼らが、時間の制約を受
けていることは認めている。
　（しかしながら）我々の自在神は、時間の制約を受けないのである。（一方）
ブッダなどについては、自在力や卓越性などの指標が、「その時は」とか「そ
の時から」としか知られないので、そのこと（つまり時間の制約を受けている
ということ）が推知されるのである。
　「過去においては、生じなかった。」、「未来には生じることはない。」、「現在
は生じていない。」という三通りの可能性が推知されるのである。つまり、（自
在神の恒常なる）無上性とは異なるのである。
　従って、つまり、ブッダなどは（さとりの）確証が（それぞれに）必要であ
るから、過去のブッダなどが、時間的に先に存在していたとしても、次の代の
ブッダが、（時間によって制約を受けた）無上の能力や自在力・知力を有する
ことに矛盾はない。
〔反論者の主張〕
　同じ国に複数の国王（がいないの）と同様に、同等の能力や知力や自在力を
持つ彼ら（ブッダたち）は、同時には出現しない。
〔ヨーガ学派の主張〕
　そうだとしても、後世のブッダは、普遍性を求める欲望を捨てているから、
無上な自在力などはないのである。
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ができる「思い出し」があり得ないものになってしまう。夢のことを思い起こ
せば、それに色形があることは明白である。
　もしも、以前に、眼など（の感覚器官）と内部器官（すなわち心）が結合し
たことがあるので、色形の認識が生じるというならば、夢などにおいても、

（感官と心が）同時にある場合にのみ、認識が起こるはずである。しかし（実
際には）そうではない。快楽などを感じる場合、心の独自性が広く認められて
いる。
　従って、独立している心が、自ら対象を認識する場合には、感覚器官は、た
だ光が通過しているにすぎないのである。そのことが「感覚器官を通して」（１）

と（Bh.1-7 で）述べられた。同様に天啓聖典にも、「正に、心で見て、心で聞
く」（２）とある。
〔反論者の主張〕
　反論して述べる。感覚器官が光に依存しているのと同様に、心もまた、感覚
器官の助けによって、認識するのである。
〔ヨーガ学派の主張〕
　そうではない。（その考え方には）誤謬があるからである。夜行性の動物は、
光とは異なる第二のモノによって、昼間と同じように、色形を認識するのであ
る。一方、日中光があっても、ふくろうなどは色形を認識できない。
　さらにまた、技術の長けた人は、卓越した技術の故に、秤などがなくても、
一瞥しただけで、金などの重さを知ることが認められる。
〔反論者の主張〕
　そうだとすると、眼など（の感覚器官）は無用のものということになってし
まう。
〔ヨーガ学派の主張〕
　（その疑問には）次のように答える。秤などと同様に、感覚器官は他の場合

（つまり、普通の人が認識する場合）には役に立つのである。ある人に、計量
に関する明らかに優れた技術があれば、秤などの道具がなくても、一瞥しただ
けで、金などのものの重さを知ることができるのと同様に、心は、眼などの助
けに依存せずとも、明らかに優れているので、色形などを認識する能力は損な
われない。（自在神の場合も同様である。）
　本来多くの人によって行われるべき作業などが、一人で行われないというこ
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＊使用テキスト：Patañjali-Yogasūtra-Bhās
4

ya-Vivaran
4

a, Madras Goverment Oriental 
Series Vol.94, 1952

＊本稿中、「下線を付した太字」は Yoga-sūtra（以下、Y.S.）本文、「太字」は Vivaran
4

a
（以下、Viv.）が引用した Vyāsa の Bhās

4

ya（以下、Bh.）を表す。（尚、テキストには、
Bh. 本文も付されているが、今回は Y.S. と Viv. を訳出した。Bh. については、Viv. によ
る引用部分を参照されたい。）

　<p.70 l.8= テキスト 70 ページの 8 行目を示す >
〔反論者の主張〕
　（闇が）実体だとしても、（光と闇の両者は）相反するものであるから、（同
時に存在すると主張するのは）正しくない。
〔ヨーガ学派の主張〕
　そうではない。（光と闇は）毒と蛇のように同時に存在するからである。毒
は、命を奪うものであるが、蛇の命をうばうことはないのと同様に、光と闇は

（同時に）存在する。
　さらに、闇は実体である。光と同じように（程度が）強まったり、弱まった
りするから。壺と同じように、両立しない物によってどけられるから。壁と同
じように、認識しようとするものを（対象から）隔ててしまうものであるから。
　そしてこの故に、感覚器官に依存しなくても、内部器官（すなわち心）は感
覚器官の対象を認識することができる。耳の穴を塞いでも、音を認識できるか
ら。また（その場合）、耳を塞いでいる半球状の（詰め）ものが、耳の代わり
をするとは考えられない。なぜならば、耳の聞こえない人の耳の穴を（何か
で）塞いでも、それ（すなわち音）を認識することはできないから。
　さらにまた、感覚器官に依存しなくても、教えられたことを知ることによっ
ても、色形などを認識することができる。
　他にもまた、（汝の主張によると）心が感覚器官に依存せずに、正しい認識

Yoga-sūtra Bhās
4

ya Vivaran
4

a 試訳（第 1 章 25-5）

近　藤　辰　巳
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