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堂

俊

英

初
め
に
今
年
度
の
共
同
研
究
テ
ー
マ
で
あ
る
「
仏
教
か
ら
見
る
「
人
間
」
定
義
の
新
次
元
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の

テ
ー
マ
の
中
に
織
り
こ
ま
れ
て
い
る
「
新
次
元
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
現
代
と
い
う
時
代
を
ど
う
見
る
か
、
そ
し
て
向
か
う
べ
き
方
向

を
ど
う
定
め
て
行
く
か
と
い
う
時
代
認
識
と
未
来
へ
の
展
望
を
踏
ま
え
て
出
て
来
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
今
大
会
の
趣
旨
説
明
に
窺

う
こ
と
が
出
来
る
。
地
球
環
境
の
変
化
、
遺
伝
子
操
作
に
も
及
ぶ
生
命
科
学
の
発
達
、
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
浸
透
し
は
じ
め

た
正
・
負
の
両
面
を
孕
む
人
工
知
能
の
問
題
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
経
・
律
・
論
に
わ
た
る
仏
教
的
思
考
法
が
構
築
さ
れ
て
い
く
時
代
に

は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
モ
デ
ル
な
き
問
題
を
包
括
的
に
捉
え
る
視
点
を
設
定
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
に
人
間
と

い
う
種
を
収
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
越
え
た
健
全
に
し
て
持
続
可
能
な
生
命
世
界
に
お
け
る
「
人
間
」
の
定
義
、
あ
る
い
は
成
長
し
続

け
る
こ
と
を
優
先
す
る
の
で
は
な
い
、
成
熟
す
る
こ
と
を
優
先
課
題
と
す
る
「
人
間
」
の
定
義
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
つ
く
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
仏
教
に
お
け
る
伝
統
的
な
人
間
の
定
義
と
し
て
は
、
例
え
ば
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
百
七
十
二
が
定
蘊
の
中
で
五

趣
（
五
道
）
の
総
論
と
各
論
を
論
ず
る
際
、
そ
の
「
人
趣
」
に
関
し
て
、
恐
ら
く
そ
の
原
語
の
語
呂
を
踏
ま
え
て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
、

思
惟
・
驕
慢
・（
寂
静
）
意
と
い
う
三
方
面
か
ら
の
規
定
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
間
の
思
惟
が
趣
く
べ
き
方
向
性
と
、
欲
望
の
水
路
付

け
な
り
絞
り
込
み
と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
仏
教
か
ら
見
る
人
間
定
義
の
新
次
元
を
論
ず
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る
上
で
も
基
底
と
す
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
村
瀬
正
光
氏
の
発
表
「
医
療
現
場
に
お
け
る
仏
教
者
の
現
状
」
に
つ
い
て

仏
教
と
医
療
の
関
わ
り
は
古
く
、
イ
ン
ド
仏
教
教
団
の
律
典
の
中
に
は
治
療
比
丘
・
薬
師
・
看
病
比
丘
と
い
っ
た
語
が
伝
わ
る
と
こ

ろ
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
仏
教
が
ア
ジ
ア
の
国
々
に
伝
播
し
受
容
さ
れ
土
着
化
し
て
行
く
そ
の
過
程
に
は
医
療
に
関
す
る
事
績
が
見

ら
れ
る
。
そ
う
い
う
歴
史
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
後
の
西
洋
医
学
の
浸
透
、
ま
た
医
療
技
術
の
急
速
な
進
歩
、
高
齢
化
社
会
の
到
来

な
ど
が
相
ま
っ
て
、「
病
気
」
は
も
と
よ
り
「
病
人
」
に
向
き
合
う
医
療
や
看
護
の
在
り
方
が
改
め
て
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
今

回
の
村
瀬
氏
の
発
表
は
仏
教
者
と
し
て
医
療
の
現
場
に
身
を
置
い
た
最
前
線
で
の
調
査
を
踏
ま
え
た
貴
重
な
報
告
で
あ
っ
た
。

仏
教
の
価
値
意
識
の
表
明
で
あ
る
「
三
宝
」
は
、
伝
統
的
に
仏
―
良
医
・
法
―
良
薬
・
僧
―
看
護
人
と
い
う
比
喩
で
説
か
れ
て
き
た
。

そ
の
列
挙
順
序
を
め
ぐ
っ
て
、
病
気
を
実
際
に
治
癒
す
る
の
は
薬
で
あ
る
か
ら
、
法
・
仏
・
僧
と
い
う
順
序
の
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
議

論
も
あ
っ
た
が
、
一
人
一
人
違
う
病
因
を
見
究
め
、
適
切
な
薬
を
処
方
で
き
る
の
は
良
医
で
あ
る
か
ら
仏
・
法
・
僧
の
順
で
よ
い
と
結

論
さ
れ
て
い
る
（『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
三
十
四
）。
そ
こ
に
も
「
病
人
」
と
向
き
合
う
「
対
機
」
と
い
う
姿
勢
を
見
る
こ
と

が
出
来
る
。
僧
の
役
割
や
使
命
を
表
す
「
看
護
人
」
の
原
語
は
「
傍
ら
に
立
つ
人
」
を
意
味
す
る
「
ウ
パ
ス
タ
ー
ヤ
カ
」
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
仏
教
的
生
死
観
を
体
得
し
た
善
知
識
性
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
看
護
の
質
を
左
右
す
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
仏
教
者
と
し
て
の
使
命
と
い
う
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
や
『
デ
ィ
ヴ
ィ
ヤ
・
ア

ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
』
で
は
五
趣
輪
廻
を
生
死
輪
で
描
く
際
の
「
名
色
」
に
関
し
て
、
身
心
の
複
合
的
統
一
体
（
五
蘊
）
で
あ
る
人
を
「
舟
に

乗
る
人
」
で
表
現
し
て
い
る
。
寂
天
の
『
入
菩
提
行
論
』
に
は
「
人
間
と
い
う
舟
（
マ
ヌ
シ
ャ
・
ナ
ー
ヴ
ァ
）
に
よ
っ
て
苦
し
み
の
大

河
を
渡
れ
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
が
苦
し
み
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
超
克
し
て
行
く
と
こ
ろ
に
人
間
の
尊
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厳
を
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
病
苦
を
背
負
う
人
が
苦
し
み
の
大
河
を
渡
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
傍
ら
に
立
つ
、
そ
こ
に
仏

教
者
の
使
命
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

村
瀬
氏
は
緩
和
ケ
ア
病
棟
で
の
仏
教
者
の
主
な
、
ま
た
重
要
な
活
動
と
し
て
「
傾
聴
」
を
あ
げ
た
。
仏
教
の
感
覚
論
か
ら
い
え
ば
、

耳
に
は
眼
と
同
じ
く
「
導
養
（
導
護
）
自
身
」
と
い
う
は
た
ら
き
が
あ
る
。
ま
た
唐
の
道
世
が
編
纂
し
た
『
法
苑
珠
林
』
に
は
「
耳
を

以
て
聴
く
を
下
と
な
す
。
心
を
以
て
聴
く
を
中
と
な
す
。
神
を
以
て
聴
く
を
上
と
な
す
」
と
い
う
よ
う
な
聴
く
こ
と
の
質
に
触
れ
た
論

説
が
あ
る
。
ま
た
漢
字
の
「
耳
」
に
は
植
物
の
発
芽
を
い
う
「
芽
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
を
結
び
つ
け
る
と
す
る
な
ら
ば
、

聞
く
こ
と
の
深
ま
り
の
中
で
心
中
に
芽
吹
く
も
の
が
顕
現
す
る
、
そ
こ
に
傾
聴
が
目
指
す
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
仏
教
で
は

人
と
向
き
合
う
こ
と
を
「
対
人
」
で
は
な
く
「
対
機
」
と
表
現
し
て
き
た
。
こ
の
「
機
」
と
い
う
語
の
仏
教
的
な
意
味
は
、「
仏
の
教

え
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
動
す
る
精
神
的
・
心
的
な
能
力
」（
中
村
元
『
佛
教
語
大
辞
典
』）
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
仏

教
者
と
の
触
れ
合
い
を
通
し
て
、
病
者
が
病
苦
と
向
き
合
う
心
的
能
力
を
高
め
、
逆
境
か
ら
自
身
を
護
っ
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う

に
傍
ら
に
立
つ
こ
と
が
、「
僧
」
が
「
看
護
人
」
に
譬
え
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
人
の
気
質
は
千
差
万
別
で
あ
り
、
特
に
病
気
や
逆
境
の
折
は
、
人
の
心
理
は
健
康
時
よ
り
も
一
層
複
雑
で
デ
リ

ケ
ー
ト
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
村
瀬
氏
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、「
傾
聴
に
つ
い
て
の
知
識
、
ま
た
そ
れ
に
従
事
す
る
能
力
」

の
習
得
と
研
鑽
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。
医
療
現
場
立
つ
仏
教
者
が
傾
聴
の
力
を
高
め
て
行
く
た
め
の
実
際
の
方
途
に
つ
い
て
の
質
疑

応
答
の
中
で
、
村
瀬
氏
は
現
場
で
の
先
学
の
姿
勢
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
あ
げ
ら
れ
た
。
現
在
、
日
本
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
二
六
二
の
四
分
の

一
に
あ
た
る
六
八
施
設
で
宗
教
者
が
活
動
し
て
い
る
と
の
報
告
が
な
さ
れ
た
が
、
日
本
仏
教
が
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
、
宗
派
を

越
え
た
仏
教
チ
ャ
プ
レ
ン
の
育
成
・
養
成
、
そ
の
機
運
を
高
め
て
行
く
べ
き
時
代
の
要
請
を
、
村
瀬
氏
の
発
表
か
ら
改
め
て
感
じ
る
こ

と
が
出
来
た
。
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二
、
安
達
俊
英
氏
の
発
表
「
往
生
伝
の
人
間
観

現
代
の
人
間
観
・
死
生
観
と
対
比
し
て

」
に
つ
い
て

生
あ
る
も
の
に
は
乗
り
越
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
死
と
い
う
限
界
が
あ
る
。
植
物
の
多
く
は
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
虫
・

風
・
水
な
ど
の
他
者
の
力
を
借
り
受
粉
を
経
て
種
子
を
残
す
。
人
の
世
に
お
い
て
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
死
の
自
覚
を
促
す
思
惟
が

古
く
か
ら
、
と
い
う
よ
り
も
古
き
時
代
に
お
い
て
は
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
『
中
世
の
秋
』
が
第
十
一
章
「
死
の
イ
メ
ー

ジ
」
で
、
中
世
に
流
行
し
た
メ
メ
ン
ト
モ
リ
を
取
り
上
げ
る
際
に
、「
生
に
ま
と
わ
り
つ
く
不
安
の
感
情
を
表
現
す
る
キ
リ
ス
ト
教
中

世
の
や
り
方
は
、
古
代
イ
ン
ド
、
特
に
仏
教
世
界
の
や
り
方
に
、
実
に
よ
く
似
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
の
は
、
恐
ら
く
「
念
死
（
マ
ラ

ナ
・
サ
テ
ィ
）」
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
田
辺
元
は
『
信
濃
教
育
』
に
発
表
し
た
「
メ
メ
ン
ト
モ
リ
」
の

中
で
、
今
日
の
原
子
力
時
代
で
は
死
を
忘
れ
る
な
の
反
対
に
、
死
を
忘
れ
よ
が
モ
ッ
ト
ー
と
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
乗
り
越
え

る
こ
と
の
出
来
な
い
死
と
い
う
限
界
の
自
覚
へ
の
促
し
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
は
、
そ
れ
が
人
と
し
て
の
最
後
の
成
長
の
機
会
と

な
り
、
ま
た
人
任
せ
で
は
な
く
、
自
ら
の
意
思
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
成
熟
と
い
う
目
標
設
定
の
機
会
と
も
な
る
か
ら
で
あ

る
。安

達
氏
は
か
つ
て
は
死
の
自
覚
の
共
有
の
中
で
、
縁
者
が
会
話
を
交
わ
し
、
死
へ
の
準
備
を
し
て
い
た
事
例
を
伝
記
や
往
生
伝
の
中

に
指
摘
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
現
代
に
お
い
て
は
終
末
期
医
療
の
進
歩
や
、
病
院
や
在
宅
に
お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
の
普
及
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
死
の
自
覚
の
共
有
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
ま
れ
で
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
中
世
・
近
世
と
現
代
に
お
け

る
死
生
観
・
人
間
観
の
違
い
を
指
摘
す
る
。
安
達
氏
の
発
表
は
、
法
然
の
臨
終
、
平
清
盛
の
臨
終
、
近
世
の
「
往
生
伝
」
に
お
け
る
事

例
、
現
代
日
本
に
お
け
る
生
死
観
と
い
う
組
立
の
も
と
、
多
方
面
に
わ
た
る
文
献
的
証
左
を
あ
げ
な
が
ら
行
わ
れ
た
。

そ
こ
で
示
さ
れ
た
事
例
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
死
の
自
覚
の
共
有
と
、
そ
こ
を
踏
ま
え
た
会
話
の
存
在
で
あ
る
。
言
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葉
は
死
に
ゆ
く
者
と
そ
れ
を
見
取
る
者
を
つ
な
ぐ
織
糸
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
す
。
イ
ン
ド
部
派
仏
教
教
団
の
律
典
の
一
つ
で
あ
る

『
十
誦
律
』
巻
第
二
十
八
で
は
、
病
人
が
出
た
場
合
に
は
必
ず
看
病
す
べ
し
と
の
看
病
人
法
を
制
定
す
る
中
で
、
病
者
・
看
護
者
双
方

が
共
に
語
り
合
え
る
「
共
語
」
と
い
う
雰
囲
気
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。『
十
誦
律
』
以
外
の
広
律
に
も
「
共
語
」
と
い
う
語
は

使
用
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
後
も
こ
の
「
共
語
」
は
『
瑜
伽
師
地
論
』
菩
薩
地
二
利
品

で
は
「
共
住
」
や
「
共
食
」
と
と
も
に
、
大
乗
菩
薩
の
姿
を
語
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

安
達
氏
が
あ
げ
た
事
例
の
中
の
『
遂
懐
往
生
伝
』
の
十
一
歳
の
童
女
、『
緇
白
往
生
伝
』
の
や
は
り
十
一
歳
の
童
女
の
事
例
に
見
ら

れ
る
若
年
齢
者
の
死
の
受
容
と
往
生
は
、
乗
り
越
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
限
界
の
自
覚
が
も
た
ら
す
成
熟
と
い
う
機
会
が
実
年
齢
に
は

関
係
が
な
い
と
い
う
、
今
日
で
も
報
告
さ
れ
知
ら
れ
る
姿
で
あ
る
。
事
例
と
い
う
語
を
使
用
す
る
に
は
い
と
重
き
死
に
ゆ
く
幼
き
者
の

姿
か
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
切
り
離
す
こ
と
の
出
来
な
い
死
と
生
の
教
育
と
い
う
課
題
で
あ
る
。『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』

に
は
出
家
者
の
健
康
管
理
の
た
め
に
設
置
を
認
め
て
い
た
浴
室
に
、
教
育
的
な
配
慮
か
ら
『
天
使
経
』
に
基
づ
く
絵
を
描
く
よ
う
に
と

い
う
指
示
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
天
使
（
デ
ー
ヴ
ァ
・
ド
ゥ
ー
タ
）
と
は
、
生
老
病
死
や
罰
則
の
苦
を
受
け
て
い
る
人
た
ち
の
こ
と
で
あ

り
、
そ
う
し
た
苦
を
背
負
っ
て
い
る
人
た
ち
が
、
一
度
き
り
の
命
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
を
促
し
て
い
る
天
使
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
仏
教
に
お
け
る
死
の
教
育
の
一
つ
の
形
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
安
達
氏
の
発
表
は
人
間
定
義
の
新
次
元
の
提
示
に
当
た
っ

て
も
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
源
泉
の
一
つ
を
往
生
伝
を
通
し
て
示
し
た
と
い
え
る
。

三
、
西
村
直
子
氏
の
発
表
「
仏
典
が
伝
え
る
人
間
の
「
生
活
」

フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
と

「
伝
統
的
」
食
品
加
工
の
再
現
実
験
、
並
び
に
文
献
と
の
照
合
を
通
じ
て

」
に
つ
い
て

西
村
直
子
氏
の
発
表
は
、
食
物
摂
取
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
人
間
生
活
の
営
み
を
、
食
生
活
の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
、
さ
ら
に
は
食

品
加
工
の
再
現
実
験
、
ま
た
そ
う
し
た
食
に
関
す
る
事
象
を
仏
典
な
ど
の
文
献
を
通
し
て
照
合
す
る
と
い
う
、
実
証
研
究
と
文
献
研
究
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を
組
み
合
わ
せ
た
新
し
い
手
法
に
よ
る
研
究
成
果
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
西
村
氏
の
こ
う
し
た
研
究
手
法
で
想
起
す
る
の
は
、
農
耕
文

化
を
「
種
子
か
ら
胃
袋
ま
で
」
と
捉
え
、
従
来
は
作
物
の
収
穫
ま
で
し
か
扱
わ
な
か
っ
た
農
学
の
考
え
方
に
対
し
、
農
耕
を
作
物
の
播

種
に
始
ま
り
、
収
穫
、
そ
の
加
工
、
料
理
に
い
た
る
ま
で
、
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
文
化
複
合
と
し
て
捉
え
る
「
農
耕
文
化
基
本
複
合
」

と
い
う
概
念
を
提
唱
し
た
中
尾
佐
助
氏
の
方
法
論
で
あ
る
。
今
回
の
発
表
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
ヴ
ェ
ー
ダ
文
献
及
び
パ
ー
リ
聖

典
に
基
づ
く
乳
加
工
の
研
究
（
乳
・
酪
・
生
酥
・
熟
酥
・
醍
醐
の
五
種
を
中
心
と
し
て
）」
は
西
村
氏
の
研
究
手
法
を
以
て
示
し
た
興

味
深
い
斬
新
な
成
果
で
あ
る
。
食
生
活
を
め
ぐ
る
調
査
・
実
験
・
文
献
照
合
を
組
み
合
わ
せ
た
複
合
的
な
視
点
か
ら
の
人
間
生
活
へ
の

重
層
立
体
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
仏
教
の
誕
生
と
展
開
の
風
土
を
想
起
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
出
自
で
あ
る

シ
ャ
キ
ャ
族
が
米
作
農
耕
部
族
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
、
ま
た
シ
ュ
ッ
ド
ー
ダ
ナ
と
い
う
父
王
の
名
に
見
ら
れ
る
「
オ
ー
ダ
ナ
」

と
は
、
米
の
加
工
品
で
あ
り
、『
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』
で
は
宗
教
的
な
儀
礼
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
仏
教
が
イ
ン
ド
に
お

い
て
最
初
に
展
開
す
る
地
域
が
麦
な
ど
に
比
べ
て
水
量
を
多
く
要
す
る
米
作
に
適
し
た
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
、『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』

や
『
雑
阿
含
経
』
な
ど
に
出
る
、
ブ
ッ
ダ
も
ま
た
種
子
を
ま
き
、
耕
作
し
、
収
穫
す
る
と
い
う
比
喩
的
な
説
相
は
、
仏
教
思
想
の
根
底

に
生
命
の
糧
を
、
小
さ
な
種
子
か
ら
忍
耐
強
く
、
慈
悲
心
で
以
て
育
て
上
げ
る
、
ま
た
そ
れ
を
摂
取
す
る
食
作
法
を
重
視
す
る
農
耕
的

思
考
法
に
基
づ
く
精
神
風
土
を
予
想
さ
せ
る
。

仏
典
を
含
め
た
古
代
イ
ン
ド
の
文
献
に
は
生
命
の
糧
で
あ
る
食
あ
る
い
は
食
生
活
へ
の
高
い
関
心
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
こ
の
世

に
存
在
す
る
一
切
の
も
の
は
食
物
を
摂
取
す
る
か
ら
こ
そ
い
き
て
い
る
の
だ
」「
こ
の
生
命
は
食
よ
り
成
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ド
の
論
述
、「
世
俗
的
な
行
為
も
宗
教
的
な
行
為
も
食
物
に
依
存
し
て
い
る
」
と
い
う
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
の
古
典
の

一
つ
『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
の
論
述
、
初
期
仏
典
か
ら
大
乗
仏
典
に
至
る
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
「
一
切
衆
生
は
食
（
ア
ー

ハ
ー
ラ
）
に
依
り
て
住
す
」
と
い
う
見
解
は
、『
ク
ッ
ダ
カ
・
パ
ー
タ
』
の
最
初
に
出
る
「
ク
マ
ー
ラ
・
パ
ン
ハ
」
で
は
入
門
し
た
ば

か
り
の
初
心
者
の
学
習
課
題
が
一
か
ら
十
ま
で
の
法
数
に
即
し
て
示
さ
れ
る
そ
の
第
一
に
あ
げ
ら
れ
、
ま
た
『
ア
ン
グ
ッ
タ
ラ
・
ニ
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カ
ー
ヤ
』
で
は
、「
一
切
衆
生
は
食
に
依
り
て
住
す
」
こ
と
へ
の
注
視
が
、
食
べ
な
け
れ
ば
生
き
て
行
け
な
い
無
常
な
る
存
在
の
自
覚

を
喚
起
し
、
無
常
な
る
存
在
に
随
伴
す
る
苦
か
ら
の
厭
離
を
も
た
ら
す
と
い
う
よ
う
な
説
示
が
見
ら
れ
る
。
生
命
を
支
え
る
食
へ
の
思

慮
が
、
延
い
て
は
生
命
世
界
へ
の
維
持
原
理
へ
の
思
慮
へ
と
脈
絡
し
て
行
く
と
い
う
視
点
は
、
作
物
を
育
て
る
土
壌
の
力
の
脆
弱
化
や

汚
染
、
食
の
安
全
、
食
品
加
工
の
管
理
な
ど
の
現
代
的
問
題
へ
の
関
心
と
注
視
、
ま
た
警
告
を
促
す
も
の
で
あ
る
。

西
村
氏
は
ヴ
ィ
ナ
ヤ
の
文
献
を
精
査
さ
れ
て
、
食
を
め
ぐ
る
出
家
教
団
と
一
般
社
会
と
の
価
値
観
の
接
点
と
い
う
問
題
を
、
戒
律
の

条
項
設
定
の
因
縁
譚
を
事
例
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
仏
教
で
は
五
蘊
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
人
間
を
身
心
の
複
合
的
統
一
体
と
見
る
が
、

西
村
氏
も
言
及
し
た
段
食
・
触
食
・
意
思
食
・
識
食
と
い
う
四
食
の
ほ
か
に
、
仏
典
が
願
食
・
定
食
・
念
食
・
解
脱
食
・
喜
食
の
五
食

を
あ
げ
る
と
こ
ろ
は
、
身
体
を
養
う
食
の
み
を
問
題
に
す
る
現
代
の
食
育
論
に
対
し
、
心
の
動
力
因
を
も
食
と
み
な
し
て
身
・
心
双
方

を
健
全
に
生
か
す
総
合
的
な
食
育
論
を
発
信
し
う
る
思
考
法
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
西
村
氏
が
取
り
上
げ
た
、
人
間
生
活
の
基
盤
を
な

す
食
の
問
題
は
、
身
体
と
環
境
世
界
と
の
不
可
分
離
の
関
係
、
身
土
不
二
と
い
う
次
元
か
ら
今
日
的
課
題
に
呼
応
し
う
る
人
間
定
義
に

問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
と
思
う
。
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