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大

き諦と

近
年
仏
教
関
係
の
諸
大
学
で
、
特
に
仏
教
乃
至
白
宗
「
教
化
学
」

へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

も
ち
ろ
ん
教
化
学
と

は
い
っ
て
も
、

そ
の
呼
称
自
体
か
ら
す
で
に
学
問
的
に
な
じ
み
は
薄
く
、

そ
れ
だ
け
に
ぷ
主
と
し
て
の
成
立
的
条
件
1

1
原
理
と
体
系

ー
ー
の
明
確
化
と
い
う
基
本
的
課
題
を
か
か
え
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
仏
教
学
や
自
宗
学
と
並
行
し
て
、

「
教
化
学
」
自
身
の
成
立
へ
向

け
て
の
試
行
錯
誤
の
み
ち
ゆ
き
に
あ
る
の
が
、

そ
の
現
状
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
し
に
な
か
に
あ
っ
て
、

い
ま
も
そ
の
一
試
み
的
作
業
と
し
て
改
め
て
「
教
化
L

の
要
語
に
留
意
す
る
こ
と
か
ら
、

仏
教
乃
至
真
宗

〈
教
化
学
と
は
何
か
〉
と
い
う
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
課
題
に
検
討
を
加
え
て
み
に
い
と
思
う
。

お
よ
そ
仏
教
乃
至
真
宗
に
お
け
る
「
教
化
」
の
位
置
に
つ
い
て
は
、

「
自
信
教
入
信
」

l
l自
利
利
他
・
願
作
度
生
等
1
1
1
の
語
が
端

的
に
語
る
ご
と
く
、
自
信
の
か
ぎ
り
な
い
顕
証
と
し
て
、
自
信
の
普
遍
的
実
践
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
「
教
化
」
と
は
基
本
的
（
広
義
的
）
に
は
、
仏
教
乃
至
真
宗
の
一
領
域
的
部
門
視
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
も

教
化
学
と
は
何
か



教
化
学
と
は
何
か

仏
教
即
教
化
、
真
宗
即
教
化
の
意
で
あ
っ
て
、

よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
教
団
即
教
化
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
真
に
歴
史
ぞ
問
い
、
真
に
歴
史
社
会
に
応
答
し
う
る
も
の
と
し
て
の
み
仏
教
乃
至
真
宗
の
生
命
が
確
保
せ
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
か
ぎ
り
、

そ
の
現
実
態
と
し
て
の
自
信
教
人
信
の
実
践
の
ほ
か
に
仏
教
乃
至
真
宗
の
現
働
相
は
な
く
、

①
 

の
ほ
か
に
そ
の
具
体
的
現
成
相
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
教
化
を
も
っ
て
仏
教
乃
至
真
宗
の
一
領
域
的
性
格
視
す
る
な
ら
ば

ゆ
え
に
ま
た
現
前
す
る
教
団

そ
れ
は

仏
教
乃
至
真
宗
の
固
定
化
的
立
場
と
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
か
ら
い
っ
て
、
仏
教
乃
至
真
宗
を
学
ぶ
乙
と
の
意
義

も
、
仏
教
乃
至
真
宗
即
教
化
を
学
ぶ
こ
と
の
ほ
か
に
は
な
い
筈
で
あ
る
。

し
か
し
「
教
化
」
が
そ
う
し
た
基
本
義
を
も
ち
つ
つ
、

そ
れ
ゆ
え
に
却
っ
て
現
実
的
（
狭
義
的
）
側
面
か
ら
は
、

そ
の
よ
う
な
即
教
化

と
し
て
の
仏
教
乃
至
真
宗
を
世
俗
に
開
示
し
て
ゆ
く
直
接
的
営
為
と
し
て
、

な
寛
狭
二
義
は
、
所
詮
、
後
は
前
に
依
止
し
、
前
は
後
に
よ
っ
て
具
体
化
す
る
意
味
に
お
い
て
、

い
わ
ゆ
る
教
化
伝
道
を
意
味
す
る
も
の
と
な
る
。

一
教
化
の
重
畳
的
、
二
義
で
あ
る
と
い

こ
の
よ
う

え
る
で
あ
ろ
う
。

き
て
、

か
か
る
意
味
に
お
け
る
「
教
化
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
、

「
教
化
し

の
字
音
に
一
つ
の
端
的
な

ヒ
ン
ト
を
見
出
す
の
で
あ
っ
て
、

「
き
ょ
う
か
」

（
漢
立
日
）
と
「
き
ょ
う
け
」

（呉
t
H
）
の
二
立
日
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
前
者
の
一
般
化
音
に
対
し
て
、

「
教
化
度
脱
・
教
化
安
立
・
教
化
群
生
」
（
「
大
経
」
）
等
、
す
べ
て
「
き
ょ
う
け
」
と
読
む
仏
典

が
後
者
に
依
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
こ
う
し
た
字
音
の
異
な
り
が
、

い
ま
次
の
点
を
想
起
さ
せ
る
ζ

と
に
お
い
て

注
意
し
た
い
。

す
な
わ
ち
「
き
ょ
う
か
」
の
字
音
で
読
む
場
合
の
こ
の
語
は
、

③
 

的
で
あ
る
の
に
対
し
、

む
し
ろ
今
日
的
に
は
教
育
概
念
と
し
て
教
育
性
を
意
味
す
る
の
が
一
般

「
き
ょ
う
け
」
の
字
音
で
読
む
場
合
の
こ
の
語
は
、

ま
さ
し
く
仏
教
概
念
と
し
て
自
信
教
人
信
・
願
作
度
生
を
意

味
す
る
も
の
と
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。



従
来
、
仏
教
乃
至
真
宗
「
教
化
」
が
「
き
ょ
う
か
」
と
読
み
慣
れ
て
き
て
い
る
の
は
、

や
は
り
教
育
概
念
と
し
て
の
一
般
語
化
の
影
響

に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
か
ら
も
教
化
に
は
何
ら
か
の
教
育
性
が
と
も
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
教
化
が
仏
教
乃
至
真
宗

教
化
と
い
え
る
一
点
は
、
ど
こ
ま
で
も
「
き
ょ
う
け
」
の
字
音
に
象
徴
さ
れ
る
仏
と
の
避
遁
性
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
真

に
具
体
的
教
化
は
、

「
き
ょ
う
け
」

性
と

「
き
ょ
う
か
」
性
の
一
体
的
あ
り
方
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で

「
教
化
」
は
、
常
に
「
き
ょ
う
け
」
を
精
神
と
す
る
教
育
的
実
践
と
い
っ
て
い
い
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
具
体
的
教
化
に
お
け
る
教
化
性
と
教
育
性
は
そ
の
実
、

異
質
的
立
場
に
立
つ
二
側
面
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
一
体

的
あ
り
方
の
意
義
に
こ
そ
向
田
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

ま
ず
そ
の
差
異
性
面
か
ら
這
入
っ
て
ゆ
き
た
い
。

お
よ
そ
「
教
育
」
が
そ
の
固
有
的
意
味
か
ら
は
、
意
識
的
に
人
間
形
成
に
働
き
か
け
る
過
程
、

ま
た
は
社
会
的
機
能
を
さ
す
こ
と
は
常

に
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
大
田
尭
著
『
教
育
の
探
求
』
に
は
、

O
E
D
（
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ

l
ト
大
英
語
辞
典
）
に
よ
り
つ
つ
「
教
育
し

と
い
う
概
念
が
も
っ
意
味
的
変
遷
を

教
育
と
い
う
コ
ト
パ
が
、
ハ
円
子
ど
も
、
青
年
、
動
物
な
ど
を
育
て
る
と
い
う
古
く
か
ら
の
用
法
に
つ
い
で
、

A
W
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
的

身
分
に
応
じ
て
、

マ
ナ
ー
を
し
つ
け
る
と
い
う
用
法
の
定
着
を
経
て
、
同
さ
ら
に
一
七
世
紀
に
入
っ
て
、
組
織
的
な
教
授
、
学
校
教

育
や
組
織
的
訓
練
を
意
味
す
る
こ
と
が
つ
け
加
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
九
世
紀
半
ば
以
後
の
用
法
と
な
る
と
、
同
右

ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
、

③
 

的
な
意
味
で
知
的
、
道
徳
的
、
身
体
的
な
能
力
を
発
達
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
く
る

の
組
織
的
な
教
授
、
訓
練
、

と
い
う
用
法
を
ふ
く
み
な
が
ら
も
、

そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、

そ
れ
と
対
立

と
い
っ
て
、

さ
ら
に
乙
れ
を

教
化
学
と
は
何
か

一一一一一



教
化
学
と
は
何
か

四

つ
ま
り
知
識
や
道
徳
を
さ
ず
け
る
と
い
う
よ
り
そ
れ
を
獲
得
し
、
発
展
さ
せ
る
乙
と
に
よ
っ
て
能
力
の
多
面
的
な
開
花
を
め
ざ
す
、

④
 

人
聞
に
よ
る
人
聞
の
た
め
の
教
育
と
い
う
い
と
な
み
が
通
念
と
し
て
定
着
し
て
く
る
。

と
述
べ
て
、
近
代
の
教
育
の
本
質
性
に
触
れ
て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
い
っ
て
今
日
の
教
育
が
、
人
間
の
価
値
的
能
力
的
潜
在
性
を
可
能
な
か
ぎ
り
実
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
に
適

応
調
和
し
、

さ
ら
に
新
し
い
文
化
的
価
値
を
創
造
し
て
ゆ
く

よ
り
豊
か
な
人
間
の
生
成
に
そ
の
目
的
ぞ
お
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ゆ
え
に
そ
う
し
た
教
育
に
一
貫
す
る
も
の
は
、
も
と
よ
り
積
極
的
な
人
間
理
性
へ
の
肯
定
的
立
場
で
あ
り
、

人
間
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
諸

価
値
の
実
現
的
可
能
性
へ
の
か
ぎ
り
な
い
信
頼
性
で
あ
る
。
ま
さ
に
人
聞
に
立
場
す
る
人
聞
の
営
為
こ
そ
、
教
育
の
本
質
的
立
場
で
あ
る
。

一
方
、
常
に
「
化
物
」
（
『
銘
文
」
）
の
意
味
に
お
い
て
つ
教
導
化
益
」
「
教
導
感
化
」
と
解
さ
れ
る
「
教
化
」
の
本
質
性
を
思
う
と
き
、

教
育
が
文
化
の
一
部
性
と
共
に
文
化
自
身
を
創
造
す
る
人
聞
の
育
成
を
め
ま
し
て
自
己
と
同
質
的
文
化
的
人
間
の
生
成
を
目
標
と
す
る
の

に
対
し
、
全
く
異
質
的
で
あ
り
対
照
的
で
あ
る
。

問
形
成
の
み
ち
そ
の
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
教
育
が
人
間
の
立
場
か
ら
の
人
間
形
成
の
み
ち
ゆ
き
で
あ
る
の
に
比
し
て
、
教
化
は
人
聞
を
超
え
た
仏
の
立
場
か
ら
の
人

け

そ
の
意
味
で
こ
こ
に
教
化
の
本
質
性
を
的
一
不
す
る
語
と
し
て
、

「
化
生

L
q大
経
』
智
慧
段
）
の
教
語

が
想
起
せ
ら
れ
る
。

い
ま
詳
述
の
余
裕
は
な
い
が
、

「
化
生
」
の
語
が
真
実
報
土
の
「
往
生
」
の
内
実
を
一
不
す
語
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か

も
そ
の
字
義
は
胎
・
卵
・
湿
・
化
の
四
生
に
お
け
る
化
生
の
ご
と
く
、

化
生
と
言
う
は
諸
天
等
の
如
く
依
託
す
る
所
無
く
、
無
に
而
て
怒
ち
起
る
名
づ
け
て
化
生
と
日
う
、
若
し
依
託
無
く
ば
云
何
し
て
生

＠
 

地
論
に
釈
す
る
が
如
し
業
に
依
る
が
故
に
生
る

る
こ
と
を
得
る
や
、

と
い
っ
て
、

そ
れ
は
「
化
け
る
義
L

で
あ
り
、

＠
 

あ
に
か
も
踊
が
蝶
に
変
化
す
る
ご
と
き
で
あ
る
。

し
か
し
四
生
に
お
け
る
化
生
が
、

そ
の



不
浄
性
に
お
い
て
迷
妄
の
生
と
連
続
的
で
あ
る
の
に
対
し
、

い
ま
は
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
も
清
浄
の
化
生
と
し
て
迷
妄
の
生
を
超
断
し
た
非

連
続
的
あ
り
方
で
あ
る
点
に
間
意
す
べ
き
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

宗
祖
が
「
高
僧
和
讃
』
に
「
往
生
」
を
「
無
生
の
生
」

（
日
周
辺
驚
章
・
第
一
一
十
六
前
）
と
領
受
し

そ
の
左
訓
に

ろ
く
に
う
の
し
ゃ
う
を

は
な
れ
た
る
し
や
う
な
り
ろ
く
に
う
し
し
よ
う
に

む
ま
る
h

こ
と

し
ん
し
ち
し
ん
し
む
の
ひ
と
は

な
き
ゅ
へ
に
む
し
ゃ
う
と
い
ふ

と
あ
る
は
、
明
快
に
そ
の
内
実
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
人
聞
に
お
け
る
同
質
的
延
長
的
変
化
で
は
な
く
、

ど
こ
ま
で
も
異
質
的
超
断
的
変
化
性
を
意
味
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
い
ま

本
願
を
信
受
す
る
は
前
念
命
終
な
り
、
即
得
往
生
は
後
念
即
生
な
り

心
身
の
ふ
た
つ
に
命
終
の
道
理
あ
び
わ
か
る
べ
き
か

（
『
愚
禿
紗
』
）

（
『
最
要
紗
』
〉

平
生
の
と
き
善
知
識
の
乙
と
ば
の
し
た
に
帰
命
の
一
念
を
発
得
せ
ば
、
そ
の
と
き
を
も
て
裟
婆
の
ぞ
は
り
臨
終
と
お
も
ふ
べ
し

（
『
執
持
紗
』
）

等
の
教
言
に
見
事
に
的
示
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
、

け

る
も
の
と
し
て
の
一
点
に
教
化
の
本
質
性
が
見
す
え
ら
れ
る
。

「
自
力
の
心
を
ひ
る
か
へ
し
す
つ
る
」

（
『
唯
信
紗
文
意
』
）
ま
さ
に
人
間
変
革
を
成
就
す

ゆ
え
に
そ
れ
は
真
に
文
化
の
根
底
を
成
す
仏
行
と
い
わ
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
教
化
と
教
育
は
そ
の
よ
う
な
本
質
的
立
場
性
の
差
異
を
も
ち
つ
つ
も
、

け

る
こ
と
の
意
義
は
如
何
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
教
化
が
本
来
教
化
性
ぞ
い
の
ち
と
し
つ
つ
、
常
に
教
育
性
と
の
不
離
的
構
造
に
お

そ
れ
が
同
時
に
具
体
的
「
教
化
」
の
二
面
を
な
し
て
い

い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
端
的
に
い
え
ば
、

教
化
に
お
け
る
教
育
性
と
は
何
か
と
い
う
点
で
あ

教
化
学
と
は
何
か

五



教
化
学
と
は
何
か

一
一
六

る
。
い
ま
教
育
性
の
具
体
的
意
味
を
教
育
学
の
定
義
の
う
え
に
求
め
て
み
よ
う
。

今
日
「
教
育
学
」
と
い
っ
た
場
合
、

や
や
漠
然
と
教
育
哲
学
・
教
育
史
学
・
教
育
方
法
学
・
教
育
社
会
学
・
教
育
制
度
学
・
比
較
教
育

学
等
、
種
々
の
分
科
を
含
む
教
育
に
関
す
る
理
論
な
い
し
は
学
問
の
総
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
う
し
た
教
育
学

に
つ
い
て
の
基
本
的
性
格
規
定
に
関
し
て
、

そ
れ
が
規
範
学
で
あ
る
か
、

そ
れ
と
も
技
術
学
で
あ
る
か
と
い
う
根
本
的
な
命
題
が
あ
る
。

ギ
リ
シ
ャ
語
の
匂
田
町
内
山
田
的
。
ぬ

F
2
2
r口町

⑦
 

芯
ロ
『
ロ
刊
の
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
技
術
学
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

し
か
し
語
源
的
に
求
め
る
か
ぎ
り
、

つ
ま
り
「
子
ど
も
」
宮
町

を
「
導
く
」
白
色
ロ
「
技
術
」

も
ち
ろ
ん
技
術
と
い
っ
て
も
こ
の
場
合
、
規
範
・
原
理
・
価
値
等
と
い
わ
れ
る
も
の
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
教
育
が
常
に
価
値

志
向
的
営
為
で
あ
る
か
ぎ
り
、
価
値
と
絶
縁
的
な
技
術
な
ど
考
え
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
。

＠
 

は
違
っ
て
、
結
局
精
神
が
方
法
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
わ
れ
る
の
も
、
お
そ
ら
く
教
育
を
含
む
社
会
的
技
術
と
、
自
然
科
学
的
技

「
人
間
教
化
（
育
）

の
世
界
は
自
然
の
世
界
と

術
と
の
根
本
的
差
異
の
所
在
を
と
の
点
に
指
摘
す
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

で
は
、

そ
の
よ
う
な
価
値
志
向
的
技
術
と
し
て
教
育
性
を
理
解
す
る
と
き
、

け

教
化
と
不
離
的
構
造
に
お
け
る
技
術
性
と
は
何
を
指
す
で

あ
ろ
う
か
。
す
で
に
『
安
楽
集
』
の
「
説
聴
の
方
軌
」

（
第
一
大
門
の
第
二
）
を
示
す
な
か
に

と
説
く
こ
と
が
端
的
に
意
味
す
る
ご
と
く
、

説
法
の
者
に
於
て
は
医
王
の
想
を
作
せ
、
抜
苦
の
想
を
作
せ

そ
こ
に
は
不
断
の
「
時
機
」
令
化
の
巻
』
〉
の
理
解
が
随
伴
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
乙
と
に
ち
が
い
な

L、。
い
ま
教
化
を
「
伝
道
」
と
い
う
語
に
お
き
か
え
て
み
よ
う
。
少
な
く
と
も
そ
乙
に
可
能
な

「
道
巻
伝
え
る
」

「
道
が
伝
わ
る
し
の
二
様

の
訓
読
は

一
伝
道
の
二
側
面
と
し
て
前
来
の
二
義
を
い
い
あ
て
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

「
道
が
伝
わ
る
」
は
教
化
的
側
面
で
あ
る
。

「
道
を
伝
え
る
L

は
も
ち
ろ
ん
先
き
の

教
育
的
側
面
で
あ
り
、



た
し
か
に
道
は
そ
の
内
実
性
に
お
い
て
「
伝
わ
る
」
も
の
で
あ
る
。
さ
き
の
『
安
楽
集
』
の
文
に
は
そ
の
点
を
続
い
て

所
説
之
法
を
ば
甘
露
の
想
を
作
せ
、
醍
醐
の
想
を
作
せ

と
的
示
し
て
い
る
が

『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』
の
峻
厳
な
次
の
一
文
は
よ
く
そ
の
意
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

聖
教
よ
み
の
仏
法
務
｝
申
に
て
た
る
こ
と
は
な
く
候
、
尼
入
道
の
た
ぐ
ひ
の
た
う
と
ゃ
あ
り
が
た
や
と
申
さ
れ
候
を
き
h

て
は
人
が
信

を
と
る
と
前
々
住
上
人
仰
ら
れ
候
由
に
候
、

何
も
し
ら
ね
ど
も
仏
の
加
備
力
の
ゆ
へ
に
尼
入
道
な
ど
の
よ
ろ
乙
ば
る
h
を
き
h

て
は

人
が
信
を
と
る
な
り
、
聖
教
を
よ
め
ど
も
名
聞
が
さ
き
に
た
ち
て
心
に
仏
法
な
き
ゅ
へ
に
人
の
信
用
な
き
な
り

道
は
人
間
の
理
知
分
別
に
立
場
し
に
為
作
造
作
を
も
っ
て
し
て
伝
え
う
る
も
の
で
は
な
い
。
自
ら
が
道
の
機
と
な
る
と
こ
ろ
に
、
道
は
わ

れ
を
機
と
し
て
伝
わ
っ
て
ゆ
く
、
ま
さ
に
「
仏
法
は
仏
法
力
に
よ
っ
て
伝
わ
る
」
も
の
で
あ
る
。

親
驚
は
弟
子
一
人
も
も
に
ず
さ
ふ
ら
う
そ
の
ゆ
へ
は
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
ひ
と
に
念
仏
を
ま
ふ
さ
せ
さ
ふ
ら
は
Y
こ

そ

弟

子
に
で
も
さ
ふ
ら
は
め
弥
陀
の
御
も
よ
ほ
し
に
あ
づ
か
て
念
仏
ま
ふ
し
さ
ふ
ら
う
ひ
と
を
わ
が
弟
子
と
ま
ふ
す
こ
と
き
は
め

た
る
荒
涼
の
こ
と
な
り

（
『
歎
異
紗
」
）

乙
の
周
知
の
言
葉
の
重
み
に
、
改
め
て
襟
を
に
に
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
一
点
の
理
知
的
立
場
か
ら
の
介
入
性
を
も
ゆ
る
さ
ぬ
厳
し
ゆ
く
な
教
化
の
世
界
の
開
示
に
は
、
道
を
「
伝
え
る
」

不
断
の
教
育
的
技
術
が
と
も
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
常
に
「
伝
わ
る
」
と
い
う
規
範
・
原
理
・
価
値
か
ら
生
じ
て
、

ま
た
そ
こ
に

帰
着
す
る
、

ま
さ
に
根
源
的
に
は
仏
の
利
他
活
動
に
お
け
る
慈
悲
的
側
面
に
相
応
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

ゆ
え
に
そ
の
内
実

乙
そ
、
す
で
に
指
摘
し
た
時
機
の
理
解
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

時
機
の
理
解
と
い
え
ば
、
単
に
教
化
の
客
体
及
び
環
境
の
把
握
と
解
し
や
す
い
が
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、

他
を
覚
醒
せ
し
め
る
こ
と

は
同
時
に
我
も
ま
た
覚
醒
せ
し
め
ら
れ
る
、
ま
さ
に
主
客
一
如
の
世
界
性
か
ら
自
他
の
理
解
こ
そ
時
機
の
把
握
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら

教
化
学
と
は
何
か

七
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l
v
 「

伝
わ
る
L

は
無
意
識
的
無
意
図
的
で
あ
る
の
に
対
し
、

「
伝
え
る
」
は
意
識
的
意
図
的
で
あ
る
こ
と
も
、
常
に
そ
う
し
た
時
機
の
把

握
を
内
容
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

「
対
機
説
法
L

と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
く
る
乙
と
の
意
味
も
ま
た
こ
乙
に
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

四

以
上
の
ご
と
く
「
教
化
」
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
と
き
、
教
化
学
の
何
た
る
か
が
お
の
づ
と
浮
揚
し
来
つ
に
ょ
う
で
あ
る
。
最
初
に
指

摘
し
に
ご
と
く
、
仏
教
則
教
化
、
真
宗
即
教
化
と
い
え
る
「
教
化
」
の
基
本
的
広
義
性
か
ら
は
、
仏
教
学
は
そ
の
ま
ま
仏
教
教
化
学
、
真

宗
学
は
そ
の
ま
ま
真
宗
教
化
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
仏
教
学
・
真
宗
学
と
並
ん
で
仏
教
乃
至
真
宗
教
化
学
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
ゆ
え
に
却
っ
て
「
教
化
」
の
現
実

的
狭
義
性
に
基
立
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
常
に
即
教
化
と
し
て
の
仏
教
乃
至
真
宗
を
真
に
時
代
に
応
答
す
る
も
の
と
し
て
世
俗
社
会
に
開

示
し
て
ゆ
く
、
す
な
わ
ち
「
伝
え
る
」
そ
の
こ
と
を
主
題
と
す
る
「
技
術
の
学
・
方
法
の
学
」
で
あ
る
点
に
、

そ
の
独
自
の
使
命
舎
も
つ

「
教
化
学
」
の
意
味
が
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
か
ぎ
り
教
化
学
が
「
学
」
と
し
て
成
立
せ
し
め
ら
れ
る
た
め
の
客
観
的
か
つ
普
通
的
な
「
原
理
L

の
問
題
も
、
前
来
の
所
論
か
ら

そ
こ
に
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
端
的
に
い
っ
て
「
教
化
」
は
「
き
ょ
う
け
」

に
依
止
す
る
意
味
に
お

い
て
、

ま
さ
に
「
伝
わ
る
」
こ
と
乙
そ
「
伝
え
る
し
乙
と
を
思
考
す
る
原
理
と
し
て
、

そ
こ
に
始
発
し
そ
こ
に
帰
結
す
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

乙
の
点
「
真
宗
教
化
学
L

と
い
う
場
合
、

そ
れ
は
根
本
的
に
「
真
実
之
教
・
浄
土
真
宗
」
た
る

『
大
無
量
寿
経
』
、

切
言
す
れ
ば
「
真

実
教
の
明
証
L

性
を
も
っ
発
起
序
の
釈
尊
と
阿
難
の
機
教
相
応
の
事
実
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
世
自



け

在
王
仏
と
法
蔵
比
丘
と
の
涯
一
括
一
性
の
具
体
的
歴
史
化
と
し
て
、
厳
し
ゆ
く
な
教
化
の
事
実
を
開
示
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
に
原
理
性
の
明
確
化
に
向
け
て
「
顕
浄
土
真
実
教
文
類
』
に
宿
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
の
点
の
考
察
に
至
っ

て
は
稿
を
改
め
る
ほ
か
は
な
い
。

か
く
て
教
化
学
は
、
教
化
の
必
然
性
や
教
化
の
成
立
的
原
点
ぞ
究
明
す
る
教
化
原
理
論
、

そ
の
歴
史
的
事
実
を
時
間
的
経
過
に
応
じ
て

跡
づ
け
る
教
化
史
論
、
教
化
が
機
能
す
る
た
め
の
時
代
的
社
会
的
問
題
を
追
究
す
る
教
化
環
境
論
、

ま
に
教
化
が
機
能
す
る
直
接
的
主
体

と
客
体
の
問
題
を
分
析
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
対
応
す
る
教
化
教
師
論
・
教
化
対
象
論
・
教
化
方
法
論
等
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
諸
問
題

が
先
き
の
「
時
機
」
理
解
の
具
体
的
内
容
と
し
て
、
組
織
的
・
体
系
的
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
乙
ろ
に
そ
の
大
き
な
課
題
が
あ
る
と

＠
 

い
え
よ
う
。

そ
れ
だ
け
に
教
化
学
は
絶
え
ず
諸
学
問
の
成
果
を
導
入
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
特
に
人
文
・
社
会
・
白
然
の
諸
科
学
、

な
か
に
あ
っ
て
教
育

尚
子
・
心
理
学
・
社
会
学
・
宗
教
学
は
い
ま
の
課
題
に
直
接
し
て
そ
の
資
料
的
役
割
舎
も
つ
だ
け
に
、

と
り
わ
け
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
教
化
学
へ
の
真
剣
な
取
り
組
み
は
、
共
同
作
業
的
推
進
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
乙
と
が
要
請
さ
れ
る
所
以
で
あ

る

乙
乙
に
至
っ
て
思
う
に
、
教
化
学
は
「
伝
わ
る
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
の
学
的
反
省
」
と
し
て
、

ま
さ
に
教
団
の
教
団
た
る
も
っ
と
も
具

体
的
な
顕
証
学
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①註

拙
稿
「
教
団
と
教
化
」
（
『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
三
十
九
号
所

載
、
「
仏
教
に
お
け
る
教
化
」
今
東
海
仏
教
』
第
十
八
輯
所
載
）

参
照
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
「
教
化
」
の
語
が
「
教
育
」
の
語
よ
り
も
は

る
か
に
古
く
、
教
育
の
諾
は
西
欧
か
ら
の
翻
訳
語
と
し
て
そ
の
一

般
的
普
及
も
明
治
期
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
元
来
仏
教
語
と
し

て
の
教
化
が
江
戸
期
に
「
儒
教
教
化
」
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、
人

格
修
養
的
意
味
に
傾
斜
し
て
、
そ
の
後
い
わ
ゆ
る
明
治
の
絶
対
主

義
権
力
の
思
想
善
導
運
動
に
ま
で
「
社
会
教
化
」
の
術
語
が
用
い

② 

教
化
学
と
は
何
か

九
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ら
れ
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
語
義
と
も
に
「
社
会
骨
子
」
と
化
し
て
、

今
日
一
般
的
に
は
も
は
や
教
育
概
念
と
し
て
取
り
こ
ま
れ
て
い
る

の
が
常
識
的
で
さ
え
あ
る
。
近
代
教
育
学
の
展
開
の
な
か
で
は
、

す
で
に
「
陶
冶
・
教
化
・
形
成
」
と
教
育
様
式
の
系
列
に
組
み
こ

ま
れ
て
い
る
（
平
凡
社
『
教
育
学
事
典
L

第
二
巻
参
照
）
。

③
④
同
書
一
三
頁
。

⑤
『
大
乗
義
章
L

巻
第
八
（
大
正
蔵
四
四
・
六
一
八
中
）
原
漢
文
。

⑥
稲
葉
秀
賢
先
生
の
教
示
。

⑦
天
城
勲
編
『
現
代
教
育
用
語
辞
典
」

（
第
一
法
規
刊
）
一

O
五
頁
、

。

⑤⑧ 

久
木
幸
男
「
真
宗
教
育
学
序
説
の
た
め
の
覚
書
L

（
『
宗
教
教
化
学

研
究
会
紀
要
』
第
二
号
所
載
）
失
自
…
。

長
田
新
『
教
育
学
」
改
訂
新
版
（
岩
波
書
店
刊
）
一
五
二
頁
。

ζ

の
点
へ
の
問
題
提
起
の
一
つ
と
し
て
大
西
憲
明
「
現
代
教
化
学

の
課
題
」
（
「
教
化
研
究
」
六
八
・
六
九
・
所
載
）
が
あ
る
。
ま
た

体
系
化
に
関
す
る
一
試
案
と
し
て
教
育
様
式
の
陶
冶
・
教
化
・
形

成
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
に
桜
井
秀
雄
「
教
化
学
成
立
に
つ
い

て
の
一
管
見
L

Q
教
化
研
修
』
七
・
所
載
）
が
あ
る
。


