
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
3
の
発
表
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

一

楽

真

日
本
佛
教
学
会
第
八
十
七
回
学
術
大
会
は
「
人
間
と
は
何
か

人
間
定
義
の
新
次
元
へ

仏
教
か
ら
見
る
「
人
間
」
定
義
の
新
次

元

」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
開
催
さ
れ
た
。
筆
者
は
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
3
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
担
当
し
た
。
そ
の
立
場
か
ら
第

3
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
。

一
、
高
田
文
英
氏
の
発
表
「
仏
教
・
真
宗
の
生
命
観

人
権
・
平
和
論
へ
の
一
視
座

」
に
つ
い
て

ま
ず
一
人
目
の
発
表
は
龍
谷
大
学
の
高
田
文
英
氏
で
あ
っ
た
。「
仏
教
・
真
宗
の
生
命
観

人
権
・
平
和
論
へ
の
一
視
座

」

と
い
う
題
目
で
、
仏
教
と
真
宗
の
生
命
観
を
検
討
し
、
仏
教
・
真
宗
の
立
場
か
ら
社
会
的
な
問
題
に
向
き
合
う
基
本
的
視
座
を
確
か
め

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
、
一
つ
目
に
「
仏
教
の
基
本
的
生
命
観
」
を
尋
ね
、
二
つ
目
に
「
真
宗
の
念
仏
者
の
生
命

観
」
を
考
察
す
る
と
い
う
論
の
進
め
方
を
と
っ
て
い
る
。

「
仏
教
の
基
本
的
生
命
観
」
に
お
い
て
は
、
梯
實
圓
氏
の
論
考
を
も
と
に
、「
輪
廻
転
生
説
に
も
と
づ
く
生
命
観
」
と
「
縁
起
の
思
想

に
も
と
づ
く
生
命
観
」
の
二
つ
に
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
輪
廻
の
中
の
生
存
は
す
べ
て
苦
し
み
で
あ
り
、
激
し
い
欲
望
の
ま

216



ま
に
暴
走
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
生
命
は
根
本
的
に
大
き
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
生
命
自
身
が
本
質

的
に
暴
力
性
と
罪
業
性
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
仏
教
は
教
え
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、「
自
他
の
生
命
の
困
難
な
状

況
を
見
つ
め
る
ゆ
え
に
、
お
の
ず
か
ら
一
切
衆
生
と
の
連
帯
感
や
、
生
命
の
痛
み
に
共
感
す
る
眼
差
し
が
説
か
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
仏
教
の
生
命
観
に
は
、
人
々
の
痛
み
に
共
感
す
る
感
性
が
基
本
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、「
縁
起
に
も
と
づ
く
生
命
観
」
で
は
、「
因
と
縁
と
は
千
差
万
別
で
あ
り
、
一
人
ひ
と
り
が
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
」

と
述
べ
、
生
命
が
代
替
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
押
さ
え
て
い
る
。
そ
し
て
、「
因
と
縁
は
無
限
の
広
が
り
を
も
ち
、
一
つ
ひ
と
つ
の
生

命
は
宇
宙
的
な
無
限
の
意
味
内
容
を
も
つ
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
仏
教
の
生
命
観
は
、
生
命
の
痛
み
に
共
感
す
る
慈

悲
の
視
点
と
、
無
数
の
関
係
性
の
中
で
動
的
に
捉
え
る
智
慧
の
視
点
か
ら
の
生
命
観
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

次
に
、「
真
宗
の
念
仏
者
の
生
命
観
」
に
お
い
て
は
、
真
宗
の
信
仰
の
中
核
が
「
他
力
の
信
心
」
に
あ
る
と
い
う
見
定
め
の
も
と
、

生
命
観
を
他
力
の
信
心
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
考
察
し
て
い
る
。
特
に
機
法
二
種
深
信
に
つ
い
て
、
法
の
深
信
に
つ
い
て
「
阿
弥
陀
仏

の
智
慧
と
慈
悲
の
眼
差
し
を
通
し
て
、
我
々
が
本
来
持
つ
べ
き
生
命
観
を
教
え
ら
れ
る
」
と
い
う
「
理
想
の
方
面
」
と
し
、
機
の
深
信

に
つ
い
て
は
「
阿
弥
陀
仏
の
よ
う
な
生
命
観
か
ら
は
大
き
く
外
れ
て
い
る
自
身
や
社
会
の
あ
り
さ
ま
を
知
る
」
と
い
う
「
現
実
の
方

面
」
と
見
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
理
想
と
現
実
の
間
を
右
往
左
往
し
つ
つ
少
し
で
も
よ
い
方
向
を
自
分
な
り
に
模
索
す
る
と
い
う
生

き
方
が
は
ぐ
く
ま
れ
て
い
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
他
者
に
対
す
る
寛
容
性
」
と
し
て
、
法
然
や
親
鸞
の
言
葉
に
そ
の
具
体
性

を
尋
ね
る
こ
と
を
、
最
後
に
「
補
論
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
。

二
、
曽
和
義
宏
氏
の
発
表
「
浄
土
教
に
お
け
る
仏
と
人
間
」
に
つ
い
て

二
人
目
の
発
表
は
佛
教
大
学
の
曽
和
義
宏
氏
で
あ
っ
た
。「
浄
土
教
に
お
け
る
仏
と
人
間
」
と
い
う
題
目
で
、
浄
土
教
に
お
い
て
は
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人
間
が
阿
弥
陀
仏
と
対
峙
す
る
か
た
ち
で
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
注
意
し
、
善
導
と
法
然
の
思
想
か
ら
「
人
間
と
は
何
か
」
に
つ
い
て

確
か
め
よ
う
と
す
る
発
表
で
あ
っ
た
。
内
容
と
し
て
は
、「
阿
弥
陀
仏
と
の
隔
絶
」「
阿
弥
陀
仏
と
の
関
係
性
」「
阿
弥
陀
仏
の
視
線
」

の
三
節
か
ら
な
っ
て
い
る
。

は
じ
め
の
「
阿
弥
陀
仏
と
の
隔
絶
」
に
お
い
て
は
、
救
い
を
求
め
る
人
間
に
と
っ
て
は
「
い
ま
」
が
重
要
で
あ
る
の
に
対
し
、
阿
弥

陀
仏
は
「
す
で
に
」
目
的
を
達
成
し
た
存
在
で
あ
り
、
時
間
的
に
追
い
つ
く
こ
と
の
で
き
な
い
隔
絶
が
存
在
す
る
と
述
べ
る
。
ま
た
、

阿
弥
陀
仏
の
入
涅
槃
説
に
つ
い
て
は
、
諸
仏
の
境
界
で
あ
っ
て
、
三
乗
で
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
し
て
凡
夫
に
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
を
挙
げ
、
こ
れ
も
阿
弥
陀
仏
と
人
間
の
隔
絶
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

続
く
「
阿
弥
陀
仏
と
の
関
係
性
」
に
お
い
て
は
、
隔
絶
し
た
阿
弥
陀
仏
と
人
間
の
間
に
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
が
、
ど
の
よ
う
に
し

て
生
じ
る
の
か
を
尋
ね
て
い
る
。
善
導
が
『
観
経
疏
』
に
お
い
て
述
べ
る
「
親
縁
、
近
縁
、
増
上
縁
」
の
三
縁
に
注
目
し
、
衆
生
か
ら

の
は
た
ら
き
か
け
に
阿
弥
陀
仏
が
応
ず
る
関
係
性
が
成
立
す
る
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
関
係
は
衆
生
の
機
根
に
か
か

わ
ら
ず
、
称
名
念
仏
と
い
う
行
に
よ
っ
て
誰
に
で
も
平
等
に
発
動
す
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
受
け
た
の
が
法
然
で
あ
り
、
念

仏
を
往
生
の
行
と
し
て
選
択
し
た
阿
弥
陀
仏
の
意
を
『
選
択
集
』
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
を
尋
ね
て
い
る
。
結
論
と
し
て
、「
平

等
」
と
い
う
こ
と
が
阿
弥
陀
仏
の
視
点
で
あ
る
と
述
べ
る
。

こ
れ
を
承
け
て
「
阿
弥
陀
仏
の
視
線
」
に
お
い
て
は
、
人
間
同
士
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
が
進
め
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
、
善
導
の

「
慈
心
相
向
、
仏
眼
相
看
」
の
語
に
着
目
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
仏
の
よ
う
に
慈
悲
を
も
っ
て
向
か
い
あ
い
、
仏
眼
を
も
っ
て
互
い
に

看
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
」
も
の
だ
と
言
う
。
仏
の
視
線
に
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
自
分
自
身
に
対

し
て
は
罪
悪
生
死
の
凡
夫
で
あ
る
と
意
識
さ
せ
、
他
人
を
見
る
場
合
は
平
等
の
慈
悲
を
も
っ
て
見
る
よ
う
に
願
っ
て
い
る
、
と
述
べ
て

い
る
。

最
後
に
「
お
わ
り
に
」
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
善
導
の
理
解
が
現
代
に
お
い
て
通
用
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
て
、
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凡
夫
と
い
う
人
間
性
を
押
さ
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
に
お
け
る
「
人
間
定
義
の
新
次
元
」
が
見
え
て
く
る
と
指
摘
し
て
、
発
表
は

結
ば
れ
た
。

三
、
コ
メ
ン
ト
お
よ
び
会
場
か
ら
の
質
問

高
田
氏
の
発
表
に
つ
い
て
は
、
一
で
述
べ
ら
れ
た
「
仏
教
の
基
本
的
生
命
観
」
と
二
に
お
け
る
「
真
宗
の
念
仏
者
の
生
命
観
」
が
ど

の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
が
分
か
り
に
く
い
と
感
じ
た
。
一
つ
は
仏
教
の
生
命
観
と
真
宗
の
生
命
観
は
、
一
連
の
も
の
と
し
て
見

る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
浄
土
教
と
し
て
、
ま
た
真
宗
と
し
て
立
て
ら
れ
て
き
た
必
然
性
を
考
え
る
と
き
、
そ
こ

に
ど
の
よ
う
な
展
開
が
あ
る
の
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
故
の
分
か
り
に
く
さ
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
仏
教
の
生
命
観
に
対
し
て
、

「
真
宗
の
生
命
観
」
と
は
し
な
か
っ
た
点
に
ど
の
よ
う
な
意
図
が
あ
っ
た
の
か
が
分
か
り
に
く
か
っ
た
。
実
践
真
宗
学
と
い
う
立
場
を

意
識
し
て
、
具
体
的
な
念
仏
者
の
生
き
方
を
尋
ね
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
と
そ
の
弟
子
達
の
生
き
方
か
ら
生
命
観
を
考

え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

高
田
氏
へ
の
も
う
一
つ
の
問
い
は
、
二
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
「
寛
容
性
」
が
何
に
よ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
語
る
必
要
を

感
じ
た
。
発
表
で
は
、
二
種
深
信
の
展
開
と
し
て
寛
容
性
が
出
て
く
る
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
が
、
そ
の
脈
絡
が
聞
き
手
に
は
伝
わ
り
に

く
い
。
特
に
、
二
種
深
信
は
、
善
導
自
身
が
「
一
者
」「
二
者
」
と
次
第
を
も
っ
て
機
法
の
順
で
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
初
め
に
法
を

挙
げ
て
、
次
に
機
と
い
う
順
序
に
し
て
述
べ
た
こ
と
の
意
図
も
全
く
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
二
種
深
信
か
ら
寛
容
性
が
出
て
く
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
理
路
が
十
分
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

曽
和
氏
の
発
表
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
挙
げ
ら
れ
た
阿
弥
陀
仏
と
人
間
の
隔
絶
と
い
う
こ
と
が
、
浄
土
教
に
お
い
て
説
か
れ
る
理
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由
が
十
分
に
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
た
。
隔
絶
し
た
も
の
が
、
次
に
ど
う
関
係
し
て
く
る
の
か
と
い
う
第
二
の
課
題
に
展
開

す
る
際
に
は
、
ま
ず
隔
絶
が
示
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
浄
土
教
の
人
間
観
と
い

う
基
本
的
な
課
題
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
け
に
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
つ
目
の
問
い
で
あ
る
。

二
つ
目
と
し
て
、
称
名
念
仏
を
掲
げ
て
衆
生
を
平
等
に
見
る
阿
弥
陀
仏
の
視
線
と
い
う
点
は
よ
く
分
か
っ
た
が
、
そ
の
仏
の
視
線
に

よ
っ
て
人
間
同
士
が
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
が
何
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
か
、
こ
の
点
を
明
確
に
す
る
必
要
を
感
じ
た
。「
他
人
を
見
る

場
合
は
平
等
の
慈
悲
を
も
っ
て
見
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
」
と
述
べ
る
が
、
凡
夫
に
平
等
の
慈
悲
が
い
か
に
し
て
成
り
立
つ
か
は
大
き

な
問
題
で
あ
る
。
は
じ
め
に
挙
げ
ら
れ
た
仏
と
人
間
の
隔
絶
と
い
う
こ
と
が
、
ぼ
や
け
て
し
ま
う
可
能
性
も
は
ら
ん
で
い
る
。
仏
の
視

線
に
よ
る
人
間
同
士
の
関
係
と
い
う
こ
と
が
、
具
体
的
な
課
題
で
あ
る
だ
け
に
、
さ
ら
な
る
考
察
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
二
人
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
は
、「
浄
土
教
の
人
間
観
」
を
考
え
て
い
く
際
に
、
ま
ず
浄
土
が
彼
土
と
し
て
説
か
れ
る
こ
と
を
問

う
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
浄
土
教
の
必
然
性
、
あ
る
い
は
浄
土
教
が
説
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
意
味
と
も
関
係
す

る
。
浄
土
教
は
決
し
て
、
こ
の
世
を
浄
土
に
し
よ
う
と
す
る
教
え
で
は
な
い
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
単
な
る
死
後
の
世
界
と
し
て
浄
土

を
説
く
わ
け
で
も
な
い
。
浄
土
と
こ
の
世
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆
者
は
親

鸞
の
思
想
を
研
究
す
る
立
場
に
あ
る
が
、
特
に
浄
土
と
こ
の
世
と
の
関
係
に
重
点
を
置
い
た
の
が
親
鸞
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
と
も
関
連
す
る
が
、
浄
土
教
が
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
語
る
根
に
は
、
ど
の
よ
う
な
人
間
観
が
あ
る
の

か
を
問
う
こ
と
の
重
要
性
も
指
摘
し
た
。
自
覚
自
証
の
道
と
し
て
説
か
れ
て
き
た
仏
教
の
歴
史
か
ら
す
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
は
他

者
の
介
在
を
思
わ
せ
る
。
実
際
、
阿
弥
陀
仏
を
自
ら
の
修
行
成
仏
に
と
っ
て
補
助
的
に
捉
え
る
考
え
方
は
現
在
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味

で
も
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
仏
と
い
う
課
題
も
満
足
す
る
こ
と
を
説
く
浄
土
教
の
も
つ
意
義
を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
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も
う
一
点
、
釈
尊
の
入
滅
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
仏
滅
を
く
ぐ
っ
て
、「
無
仏
」「
末
代
」
と
い
う
こ
と
が
、

浄
土
教
興
起
を
見
て
い
く
際
に
は
外
せ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
仏
滅
後
の
時
代
で
あ
る
か
ら
浄
土
教
だ
と
語
る
だ
け
な
ら
ば
、
浄

土
教
は
特
定
の
時
代
の
み
に
有
効
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
時
は
末
法
、
機
は
凡
夫
と
い
う
こ
と
も
、
特
別
な
時
代
の
機
根
の

劣
っ
た
も
の
に
限
定
し
て
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
浄
土
教
の
必
然
性
を
考
え
る
上
で
、
時
代
観
と
人
間
観
を
明
確
に
し
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
。

最
後
に
、
会
場
か
ら
提
起
さ
れ
た
質
問
に
つ
い
て
記
し
て
お
く
。

高
田
氏
の
発
表
に
対
し
、
お
二
人
か
ら
質
問
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
「
他
者
に
対
す
る
寛
容
性
」
と
い
う
意
見
に
対
し
、
寛
容
性
は
大

切
で
は
あ
る
が
、
厳
し
さ
を
失
っ
て
単
な
る
現
状
容
認
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
。
現
実
社
会

の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と
ど
う
向
き
合
う
か
と
い
う
点
が
大
事
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、「
少
し
で
も
よ
い

方
向
」
と
い
う
の
は
、
世
俗
的
な
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
質
問
で
あ
っ
た
。
仏
教
の
視
点
を
ど
こ
で
確
保
で
き
る
の

か
と
い
う
指
摘
と
し
て
受
け
と
め
た
。

以
上
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
3
の
コ
メ
ン
ト
と
し
た
い
。
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