
日
本
仏
教

に
お
け

る
食

の
思
想

(1
)

1

肉
食
忌
避

に
つ
い
て
1

目

黒

き

よ

仏
教
が
伝
来
さ
れ
て
以
来
、
そ

の
思
想
は
文
化
形
成
の
基

本

と

な

り
、
我

々
の
生
活

の
中
に
侵
透
し
、
特
に
食
生
活
に
関
わ

っ
て
い
る
こ

と
も
多
い
。
経

・
律

・
論

に
於
い
て
食
生
活
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る

と
こ
ろ
も
少
な
く
な
い
。
そ

の
中
で
肉
食
に
つ
い
て
も
説

か

れ

て

い

(1
)

る
。
た
と
え
ば

『
菩
薩
戒
義
疏
巻
下
』
に
は

「第
三
食
肉
戒
、
断
大
慈

心
。
大
士
懐
慈
為
本

一
切
悉
断
。
聲
聞
漸
教
。
初
開
三
種
浄
肉
等
。
後

亦
皆
断
。
文
云
当
知
断
現
肉
義
。
大
経
四
相
品
。
広
明
三
種
九
種
十
種

也
」
と
あ
る
。

仏
教
に
お
い
て
は
肉
食
を
忌
避
す
る
こ
と
は

一
般
常
識
と
さ
れ
て
お

り
、
今
日
で
も
仏
前

の
供
物
に
は
、

魚
肉
を
忌
避
す
る
こ
と
が

一
般
の
風
習
と
な

っ
て
い
る
。
顧
る
に
飛

鳥
、
奈
良
時
代
以
降
壬
仏
教
が
興
隆
さ
れ
る
と
と
も
に
、
肉
食
禁
止
の

令
が
発
せ
ら
れ
、

次
第
に
肉
食
は
忌
避
さ
れ
て
行

っ
た
。
し
か
ら
ば
仏
教
は
何
故
肉
食

を
禁
止
し
た
の
か
、
又
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
論
化
し
、
ま
た
実
際
に

受
容
し
た
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
壬
従
来
戒
律

の
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て

き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
末
法
無
戒
と
い
う
認
識

に
立
っ
た
鎌
倉
新
仏
教

の
宗
祖
達
は
、
肉
食
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
考

え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
よ
う
な
視
点
か
ら
鎌
倉
時
代
の
祖
師
達
、

法
然
、
親
鷲
、
日
蓮
に
つ
い
て
、
肉
食
観
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

 
法
然

(
一
ニ
三
-

一
二
一
二
)
は
、
仏
教
の
行
法
の
中
か
ら
、
と

く

に
念
仏
の

一
行
を
選
ん
だ
。
そ
れ
は
弥
陀
の
慈
悲
の
深
さ
に
壬
仏
教

へ

(2
)

の
信
仰
を
集
中
し
た
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
弥
陀
の
本
願
こ
そ
が
念
仏

で
あ
り

-
そ
れ
を
専
修
す
る
こ
と
が
易
行
で
あ

る
と
し
た
法
然
は
壬
魚

肉
を
食
す
る
こ
と

の
可
否
と
往
生
と
の
関
係
に

つ
い
て
、
「く
ふ

に
も

よ
ら
ず
壬
く
わ
ぬ
に
も
よ
ら
ず
、
た
だ
念
仏
申
も
の
往
生

は
す

る

と

(3
)

ぞ
、
源
空
は
し
り
た
る
と
そ
仰
ら
れ
け
る
」
。
と
述
べ
て

い
る
。
た
だ

し

『
七
箇
条
起
請
文
』
に
は
、

テ

ニ

メ

シ
ト

テ

メ

チ

ル

「
可
下
停
申
止
於
二
念
仏
門
一号
レ無
二戒
行
 
専
勧
二
婬
酒
食
肉
一
適
守
ご

ヲ

ケ

ノ

ト

ム

ノ

ヲ

レ

コ

ヲ

(4
)

律
儀
者
 
名
二雑
行
人
一愚
二彌
陀
本
願
者
 
説
上
レ勿
レ恐
二造
悪

一事
」
と

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
巻
第
一
號
 
昭
和
六
十
三
年
十
二
月

-317-



日
本
仏
教
に
お
け
る
食
の
思
想

(1
)
(目
 
里
0

あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
資
料
は
次

の
よ
う
な
点
を
示
唆
し
て
い

る
と
い
え
よ
う
。
即
ち
法
然
の
専
修
念
仏
に
よ
る
往
生
礼
讃
は
、

無
智
、
無
戒
、
破
戒
の
多
く
の
社
会
層
の
人
々
を
救
済
す
る
爲
に
、

画
期
的
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
よ
う
な
法
然
の

真
意
を
、
自
由
奔
放
に
受
け
と
め
た
門
弟
の
行
動
が
、
「制
戒
祈
請
文
」

提
出
の
原
因
と
な

っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
し
か
し
法
然
自
身
は
、
持

(5
)

戒
堅
固
な
清
僧
で
一
生
を
過
し
た
人
と
さ
れ
、
又
法
然
が
観
進
聖
で
あ

っ
た
。
法
然
自
身
如
経
勧
進
、
病
気
平
癒
の
持
戒
を
行
じ
壬
『
門
葉
記
』

(6
)

に
両
界
堂
上
人
、
穀
断
上
人
と
号
し
た
、
と
の
こ
と
か
ら
も
拝
察
さ
れ

る
よ
う
に
持
戒
的
で
あ

っ
た
。
穀
断
は
肉
断
で
あ
り
、
厳
し
い
食
の
修

行
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
考
え
併
せ
て
法
然
は
、
専
修
念
仏
の
中
で
極
め

て
厳
し
い
肉
食
観
を
つ
ら
ぬ
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
又

四
十

八

巻

(
7
)

 

(8
)

伝
壬
古
徳
伝
に
は
法
然
懐
胎
中
に
母
が
己
に
肉
食
を
忌
避
し
て
い
た
こ

と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
法
然
の
肉
食
忌
避
は
母
以
来

の
も
の
な
の
で
あ

る
。親

驚

(
二

七
三
-
三

一六
二
)
に
つ
い
て
は
、
直
接
的
な
こ
と
は
文

献
に
は
見
出
す
こ
と
が
困
難
の
よ
う
で
あ
る
。
親
鷲
は
法
然

の
思
想
を

継
承
し
、
法
然
の
専
修
念
仏
を
更
に
深
化
さ
せ
、
他
力
本
願
を
徹
底
し

た
。

一
方
自
已
の
煩
悩
悪
を
認
め
、
自
ら
清
僧
の
殻
を
脱
ぎ
、
市
井
の

人
々
と
共

に
絶
対
他
力
、
救
済
を
願

っ
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
早
島

鏡
正
氏
は
壬

「七
十
歳
壬
十
三
歳
の
御
影
、
野
生
的
な
お
顔
か
ら
、
市
井
の
庶
民

の
風
格
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
肉
食
妻
帯
を
日
本
仏
教
史
上
始
め
て
宣

(9
)

言
し
壬
実
践
し
た
在
家
仏
教
者
」
と
称
揚
し
、
又

「門
下
の
布
教
者
に

肉
食
妻
帯
を
許
し
た
の
も
形
式
主
義
の
禁
欲
生
活
に
対
す
る

一
種

の
レ

(
1
0
)

ジ
ス
タ
ソ
ス
。
」
で
あ
る
と
壬
親
鷲

の
肉
食
許
容

の

一
般
的
意
義

づ

け

を
し
て
い
る
。

 
し
か
し
親
鶯
の
妻
帯
に
つ
い
て
は
多
く
語
ら
れ
て
い
る
が
、
肉
食

に

つ
い
て
の
具
体
的
な
論
考
は
少
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
肉
食
忌
避
の

本
来
的
意
義
は
と
も
か
く
と
し
て
、
末
代
の
悪
人
に
は
そ
の
禁
制
が
困

難
で
あ
る
か
ら
、
肉
食

の
欲
望
を
許
し
て
頂
き

た
い
と
い
う
彼
の
弱
き

(
1
1
)

姿
に
偉
大
な
る
宗
教
革
命
を
見
、

あ
え
て
肉
食
忌
避
を
し
な
か

っ
た
親
鶯

の
自
由
な
自
然
な
生
き
方
を

評
価
す
る
論
評
に
は
見
る
ぺ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
お
覚
如

の

『
口
伝
妙
』
に
は
、
「親
鷲
上
人
が
世
俗
の
入
道
俗
人
等
と
同
じ
く
、

(
1
2
)

魚
鳥
を
食
さ
れ
、
又
袈
裟
御
着
用
あ
り
な
が
ら
鰭
を
食
さ
れ
た
云
云
」

と
あ
る
。
こ
れ
は
親
驚
の
徹
底
し
た
無
戒
を
表
徴
し
た
、
肉
食
観
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

日
蓮

(
三

三

二
-
三

天

二
)
は
、
法
然
、
親
驚
と
は
相
違
し
て
、

『
四
恩
砂
』
に

「
日
蓮
は
さ
せ
る

(爾
)
妻
子
を
も
帯
せ
ず
、
魚
鳥
を

(
1
3
)

も
服
せ
ず
壬
只
法
華
経
を
弘
め
ん
と
す
る
失
に
よ
り
云
云
。」
と

肉

食

の
禁
止
を
明
言
し
て
い
る
。
法
然
、
親
驚
と
同
様
に
末
法

観

に
立

っ

て
、
日
蓮
は
釈
尊
を
師
と
し
、
法
華
経
こ
そ
末
法
の
人
々
の
救
い
で
あ

る
と
し
、
そ
の
教
え
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
五
字
、
七
字
に
包
含
さ
れ
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て
い
る
こ
と
を
確
信
し
て
、
生
涯
を
徹
し
た
。
け
れ
ど
も
肉
食
禁
止
は

仏
教
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
先
学
の
研
究
に
負
い
な
が

ら
、
日
蓮

の
遺
文
を
中
心
に
馬
そ
の
食
生
活
を
検
討
し
た
が
、
現
存
す

る
遺
文
中

に
見
る
供
養

の
品

の
中
に
は
動
物
性
の
も
の
は

見

当

ら

な

い
。
遺
文

の
中
に
は
多
く

の
檀
越
か
ら
の
種
々
の
品
々
が
詳
細
に
記
さ

れ
て
い
る
。
即
ち
穀
類
、
芋
類
、
海
草
類
、
疏
菜
類
、
果
物
類

の
他
、

大
豆
壬
み
そ
の
類
ま
で
あ
る
。
な
お
日
蓮
は
自
ら
、
薬
草
畑
を
作
り
補

給
し
て
壬
多
く
の
弟
子
を
教
導
し
た
が
壬
食
物
は
全
て
植
物
性
の
も
の

で
あ

っ
た
。
た
だ

一
回
だ
け

「
た
こ
」
と
命
名
さ
れ
た
竜
の
の
供
養
が

(
1
4
)

あ
り
、
こ
れ
が
動
物
性
の
も
の
か
、
植
物
性
の
も
の
か
論
議
さ
れ
た
こ

と
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

「
た
こ
い
も
」
な
ど
植
物
性
の
も
の
と

い
う
解
釈

の
ほ
か
、
「干
鯖
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
壬
宮
崎
英
修
教

授

の

推
定
な
ど
が
あ
る
。
何
れ
に
せ
よ
壬
目
蓮
が
肉
食
禁
止
の
思
想
を
貫
い

た
生
涯
の
清
僧
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。

以
上
鎌
倉
新
仏
教
の
祖
師

の
肉
食
観

に
つ
い
て
壬
少
な
い
資
料
の
中

で
は
あ
る
が
考
察
を
行

っ
た
。

仏
教
思
想
受
容
の
上
で
、
日
常
生
活
に
関
わ
り
を
持
つ
肉
食
忌
避
の

思
想
は
、
急
速
に
変
化
変
貌
す
る
社
会
生
活
の
中
で
壬
ど
の
よ
う
に
展

開
し
て
ゆ
く
か
は
ひ
と
つ
の
課
題
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な

視
点
か
ら
今
後
さ
ら
に
研
究
を
進
め
た
い
。
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