
二
〇
二
一
年
十
一
月
十
二
日
、
第
十
回
宗
門
教
学
会
議
が
オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
、〈
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
か
ら
考

え
る
宗
教
の
役
割
―
慶
讃
法
要
を
お
迎
え
す
る
に
あ
た
っ
て
―
〉
で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
以
下
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
）
が
流
行
し
始

め
て
、
約
二
年
が
経
過
し
ま
し
た
。
そ
の
間
、
日
本
で
は
緊
急
事
態
宣
言
や
ま
ん

延
防
止
等
重
点
措
置
が
繰
り
返
し
発
令
さ
れ
、
私
た
ち
の
生
活
は
今
も
大
き
く
制

限
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
。

私
た
ち
宗
門
に
お
い
て
は
、
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
に
親
鸞
聖
人
御
誕
生

八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
が
勤
め
ら
れ
ま
す
。「
慶
讃
法
要
」

ま
で
約
二
年
を
切
っ
た
今
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
流
行
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ

れ
た
事
態
の
人
類
史
上
の
意
味
を
検
証
し
つ
つ
、『
慶
讃
法
要
「
趣
意
書
」』
に
記

さ
れ
た
危
機
意
識
と
「
よ
り
多
く
の
人
び
と
と
心
を
開
い
て
共
に
生
か
さ
れ
て
生

き
る
こ
と
の
尊
さ
と
、
喜
び
を
伝
え
う
る
開
か
れ
た
宗
門
へ
」
と
い
う
法
要
の
目

標
を
再
確
認
し
、
諸
活
動
を
迅
速
に
展
開
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
本
年
の
宗
門
教
学
会
議
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
流
行
下
に
お
い

て
、「
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要
」
を
ど
の

よ
う
に
お
迎
え
す
れ
ば
良
い
の
か
、
ま
た
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
流
行
し
た
世
界

に
お
い
て
宗
教
の
役
割
は
何
な
の
か
と
い
う
二
つ
の
困
難
な
課
題
を
問
う
た
め

に
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
か
ら
考
え
る
宗
教
の
役
割
―
慶
讃
法
要
を

お
迎
え
す
る
に
あ
た
っ
て
―
」
を
テ
ー
マ
と
し
ま
し
た
。

第
十
回
宗
門
教
学
会
議
で
は
、
会
議
委
員
と
し
て
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会

系
研
究
科
教
授
の
蓑
輪
顕
量
氏
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
の
小
林
康
夫
氏
、
勧
学
寮

頭
の
徳
永
一
道
氏
を
お
招
き
し
ま
し
た
。
座
長
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研

究
所
長
丘
山
願
海
、
司
会
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
副
所
長
の
満
井

秀
城
が
務
め
ま
し
た
。

な
お
、
報
告
は
今
号
を
含
め
、
二
回
に
分
け
て
行
い
ま
す
。
今
号
は
有
識
者
の

先
生
か
ら
の
提
言
、
次
号
は
全
体
討
議
を
報
告
い
た
し
ま
す
。

第10回　宗門教学会議　開催報告（前半）

新型コロナウイルス感染症から
考える宗教の役割

―慶讃法要をお迎えするにあたって―
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本
日
は
、
よ
う
こ
そ
宗
門
教
学
会
議
へ
ご
参

集
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
宗
門
教
学
会
議
は
、
宗

教
者
が
持
つ
知
見
が
現
代
社
会
に
お
い
て
ど
の

よ
う
な
位
置
に
あ
り
、
よ
り
よ
い
社
会
の
創
造

の
た
め
に
、
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
得
る
か
、

宗
門
の
活
動
の
方
向
性
を
考
え
て
い
く
重
要
な

会
議
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
本
日
の
テ
ー
マ
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
か
ら
考
え
る
宗
教
の
役
割 

―
慶

讃
法
要
を
お
迎
え
す
る
に
あ
た
っ
て
―
」
で
あ

り
ま
す
。
宗
門
で
は
来
る
二
〇
二
三
（
令
和
五
）

年
に
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生
八
五
〇
年
を
、

ま
た
翌
年
に
は
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
を
お
迎
え

す
る
に
あ
た
り
、
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
に

慶
讃
法
要
が
お
勤
ま
り
に
な
り
ま
す
。

法
要
の
目
的
を
示
し
た
『
親
鸞
聖
人
御
誕

生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要　

「
趣
意
書
」』
に
は
「
こ
う
し
た
人
類
の
破
滅
を

も
た
ら
す
よ
う
な
閉
塞
し
た
現
代
世
界
の
方
向

性
を
、
互
い
に
響
き
合
っ
て
生
き
て
い
け
る
方

向
へ
と
転
換
し
逆
転
さ
せ
て
い
く
こ
と
は
、
世

界
の
す
べ
て
の
宗
教
が
果
た
す
べ
き
役
割
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
の
み
な
ら
ず
世
界
各
地

域
で
は
硬
直
し
た
宗
教
か
ら
の
離
反
現
象
が
広

が
り
つ
つ
あ
り
、
宗
教
は
、
そ
の
役
割
を
十
分

に
果
た
せ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
」
と
あ
り

ま
す
。

こ
の
「
趣
意
書
」
は
二
〇
一
九
年
八
月
に
発

表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
以
後
、
世
界
中
で
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
拡
大
し
、「
趣
意

書
」
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
人
類
の
破
滅
を
も

た
ら
す
よ
う
な
閉
塞
し
た
現
代
世
界
の
方
向
が

生
み
出
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

慶
讃
法
要
ま
で
約
二
年
を
切
っ
た
今
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
事
態
の
人
類
史
上
の

意
味
を
検
証
し
つ
つ
、『
趣
意
書
』
に
示
さ
れ
た

危
機
意
識
と
「
よ
り
多
く
の
人
び
と
と
心
を
開

い
て
共
に
生
か
さ
れ
て
生
き
る
こ
と
の
尊
さ
と
、

喜
び
を
伝
え
う
る
開
か
れ
た
宗
門
へ
」
と
い
う

法
要
の
目
標
を
再
確
認
し
、
諸
活
動
は
迅
速
に

展
開
し
て
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

本
日
は
お
忙
し
い
中
、
ご
出
席
い
た
だ
き
ま

し
た
蓑
輪
顕
量
先
生
、
小
林
康
夫
先
生
、
さ
ら

に
徳
永
一
道
勧
学
寮
頭
に
は
深
く
感
謝
を
申
し

あ
げ
ま
す
と
と
も
に
、
本
会
議
の
重
要
性
を
ご

理
解
賜
り
、
宗
門
の
新
た
な
未
来
を
開
く
た
め

に
お
知
恵
を
お
貸
し
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、
何

と
ぞ
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

「
宗
門
教
学
会
議
」
総
長
あ
い
さ
つ

情報コーナー
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発
題
一

蓑
輪
顕
量
氏
「
遠
忌
法
会
の
意
義
と
親
鸞
聖
人
の
目
指
し
た
世
界

―
「
は
か
ら
い
」
の
な
い
こ
と
―
」

一
．
仏
教
に
お
け
る
法
会

本
日
は
、「
遠
忌
法
会
の
意
義
と
親
鸞
聖
人

の
目
指
し
た
世
界　
―
「
は
か
ら
い
」
の
な
い
こ

と
―
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
付
け
て
、
法
要
・

法
会
に
関
し
て
の
歴
史
的
な
こ
と
と
、
親
鸞
聖

人
の
教
え
、
目
指
し
た
世
界
に
つ
い
て
、
私
な

り
に
注
目
す
る
点
は
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
、
仏

教
史
的
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
修

行
道
の
観
点
か
ら
考
察
し
直
す
と
い
う
こ
と
を

考
え
て
い
ま
す
。

ま
ず
法
会
で
す
が
、
こ
の
言
葉
の
も
と
も
と

の
意
味
は
、
仏
法
の
会
座
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
東

ア
ジ
ア
世
界
の
仏
教
が
持
っ
た
特
徴
の
一
つ
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
大
変
に
重
要
な

儀
礼
と
い
う
の
は
、
現
在
の
東
南
ア
ジ
ア
の
仏

教
圏
等
を
見
て
み
ま
す
と
、
夏
安
居
の
終
わ
っ

た
後
に
行
わ
れ
る
カ
テ
ィ
ナ
衣
の
献
上
、
カ

テ
ィ
ナ
会
と
い
う
名
前
で
呼
ん
で
い
い
と
思
い

ま
す
が
、
こ
れ
が
盛
大
に
開
か
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
こ
に
儀
礼
的
な
も
の
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
は
あ
ま
り
強
く
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。

で
は
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
を
考
え
て
い
く
上

で
、
法
会
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景

で
す
が
、
実
は
仏
教
以
外
の
と
こ
ろ
に
あ
り

ま
す
。
中
国
の
後
漢
の
時
代
に
、
皇
帝
に
よ

る
『
孝
経
』
の
講
説
と
い
う
の
が
史
料
に
見
え

ま
す
。
こ
れ
は
、
臣
下
と
言
い
ま
し
て
も
官
僚

さ
ん
た
ち
と
言
っ
た
方
が
い
い
と
思
う
の
で
す

が
、
そ
う
い
う
人
た
ち
に
皇
帝
が
日
常
の
戒
め

と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
経
典
を
講
説
す
る
と

い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
て
、

こ
の
講
説
が
一
定
の
作
法
を
伴
っ
て
、
儀
礼
的

第10回　宗門教学会議　開催報告

な
も
の
と
し
て
定
着
し
て
い
き
ま
す
。

中
国
世
界
に
お
い
て
は
、
道
教
の
教
え
と
儒

教
の
教
え
の
二
つ
が
中
国
の
人
び
と
の
思
想
的

な
営
み
を
考
え
た
と
き
に
大
変
重
要
に
な
る
と

よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
中
国
の
南
北
朝
時
代
か
ら

隋
・
唐
代
に
か
け
て
は
、
仏
教
が
社
会
の
中
で

重
要
な
価
値
観
を
提
供
す
る
教
え
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
ま
す
が
、
五
代
十
国
、
そ
し
て
宋
代

の
こ
ろ
に
逆
転
し
ま
し
て
、
社
会
の
中
で
重
要

な
も
の
は
、
儒
教
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
そ
の
儒
教
の
一
つ
の
特
徴
と
い
う
の

は
、
人
間
関
係
、
そ
れ
も
特
に
親
子
関
係
を
大

事
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
、
そ
の
大
事
な
価
値
観
を
示
す
た

め
に
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
そ
の
徳
目
を
表
す

た
め
に
、
あ
る
一
定
の
行
動
様
式
を
人
び
と
に

要
請
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
を
規
定
し
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ

の
一
定
の
行
動
様
式
と
し
て
登
場
す
る
も
の

が
、「
礼
」
で
す
。「
礼
」
の
中
で
、
私
た
ち
に

も
一
番
な
じ
み
の
あ
る
も
の
が
、
喪
の
習
慣
で

す
。「
礼
」
で
は
、
慶
事
を
慎
む
、
喜
び
事
を
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都
講
、
そ
れ
か
ら
、
質
問
を
す
る
人
た
ち
は
問

者
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
特
に
南
北
朝
時
代
、
南

朝
の
仏
教
の
特
徴
と
し
て
、
講
経
が
盛
ん
に
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
で
も
中
国
仏
教
を
研
究
す
る
と
き
に
は
、

皆
さ
ん
必
ず
目
を
通
し
た
方
が
よ
い
と
言
わ
れ

て
い
る
も
の
に
、
横
超
慧
日
先
生
の
『
中
国
仏

教
の
研
究
』
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
中
国

の
南
北
朝
時
代
に
は
、
仏
教
界
の
存
在
の
形
態

と
し
て
、
北
地
に
お
い
て
は
修
禅
の
伝
統
が
栄

え
、
南
地
に
お
い
て
は
経
典
の
講
説
、
講
経
の

蓑
輪
顕
量
氏

【
略
　
歴
】

一
九
六
〇
年
生
ま
れ
。
博
士
（
文
学
）。
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
、
財
団
法
人
東
方
研

究
会
専
任
研
究
員
、
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
科
助
教
授
、
教
授
を
経
て
、
現
在
、

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
教
授
。
二
〇
二
〇
年
よ
り
日
本
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
学

会
の
理
事
を
務
め
る
。
専
門
は
日
本
の
仏
教
、
仏
教
思
想
史
。
一
九
九
九
年
に
日
本
印
度
学
仏

教
学
会
賞
を
受
賞
、
二
〇
〇
〇
年
に
中
村
元
賞
を
受
賞
、
二
〇
〇
三
年
に
鈴
木
学
術
財
団
特
別

賞
を
受
賞
。
著
書
に
、『
中
世
初
期
南
都
戒
律
復
興
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
九
）、『
日
本

仏
教
の
教
理
形
成
―
法
会
に
お
け
る
唱
導
と
論
義
の
研
究
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
九
）、『
日

本
の
宗
教
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
七
）、『
仏
教
瞑
想
論
』（
春
秋
社
、
二
〇
〇
八
）
な
ど
。

情報コーナー

伝
統
が
栄
え
た
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
区
分
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

二
．
法
会
に
お
け
る
講
説
・
唱
導
の
役
割

実
際
に
法
会
と
い
う
場
で
経
典
を
講
説
し
て

行
う
こ
と
は
、
唱
導
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。
法

会
と
唱
導
と
い
う
の
は
、
切
っ
て
も
切
り
離
せ

な
い
よ
う
な
関
係
に
あ
り
、
例
え
ば
、
南
朝

の
梁
代
に
つ
く
ら
れ
た
『
高
僧
伝
』
の
中
に

は
、「
唱
導
と
は
、
法
理
を
述
べ
唱
え
る
こ
と

慎
む
と
い
う
と
こ
ろ
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
し
た
あ
る
一
定
の

行
動
様
式
を
要
請
す
る
と
い
う
考
え
方
が
仏
教

の
中
に
も
適
用
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

で
は
、
具
体
的
に
法
会
の
中
で
何
が
行
わ
れ

た
か
と
言
い
ま
す
と
、
最
初
に
行
わ
れ
た
も
の

は
経
典
の
講
説
で
あ
り
ま
し
た
。
内
容
を
し
っ

か
り
と
把
握
す
る
た
め
に
質
疑
応
答
が
存
在

し
、
あ
ら
か
じ
め
質
問
者
が
決
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
格
式
を
持
っ
て
行
う
た
め
に
、
一
定
の

役
職
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
代
表
的
な
も
の
が
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に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
び
と
の
心
を
開
き
導
く

こ
と
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
人
び
と
に
仏
法

を
知
ら
せ
て
導
く
こ
と
が
唱
導
と
呼
ば
れ
て
い

ま
す
。
格
式
を
持
っ
た
法
会
の
場
に
お
い
て
行

わ
れ
る
、
格
式
を
持
っ
た
経
典
の
講
説
が
唱
導

と
い
う
名
前
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
法
会
の
場
に
お
い
て
経
典
を
講
説

す
る
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
持
っ

て
い
た
か
と
言
う
と
、
多
く
の
人
び
と
の
こ
こ

ろ
を
開
き
導
く
こ
と
、
そ
れ
は
、
人
び
と
に
仏

法
を
知
ら
せ
て
導
く
こ
と
だ
と
い
う
よ
う
に
言

い
換
え
て
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

三
．
日
本
に
お
け
る
法
会

実
際
に
日
本
で
最
初
に
行
わ
れ
た
も
の
は
何

で
あ
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
正
史
の
上
に
出

て
く
る
記
述
で
は
、
経
典
の
講
説
が
重
視
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
実
際
に
仏
教
が
伝
え

ら
れ
て
く
る
の
は
、
百
済
の
聖
明
王
が
初
め

て
仏
像
、
経
典
、
幡
蓋
等
を
伝
え
た
と
い
う

記
事
が
『
日
本
書
紀
』
の
中
に
登
場
し
ま
す
。

五
三
八
年
、
五
五
二
年
な
ど
の
諸
説
が
あ
り
ま

す
が
、
だ
い
た
い
六
世
紀
の
半
ば
ぐ
ら
い
に
、

百
済
の
聖
明
王
が
公
式
に
仏
教
を
伝
え
た
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
、
欽
明
天
皇
の
治
世

下
に
お
い
て
で
す
が
、
伝
え
ら
れ
た
仏
像
を
ど

う
し
よ
う
か
、
と
天
皇
は
迷
い
、
臣
下
に
諮
っ

た
と
い
う
記
事
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
し

て
、
蘇
我
氏
と
物
部
氏
の
意
見
の
対
立
が
あ
っ

た
と
さ
れ
ま
す
が
、
蘇
我
氏
が
そ
の
仏
像
を
も

ら
い
受
け
、
飛
鳥
の
地
の
、
向
原
の
邸
宅
に
お

祀
り
に
な
っ
た
と
出
て
き
ま
す
。
実
は
こ
の
と

き
の
記
述
に
は
そ
の
後
が
あ
り
ま
し
て
、
祀
っ

て
か
ら
二
年
ぐ
ら
い
た
っ
て
、
飛
鳥
の
地
に
は

や
り
病
が
起
き
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
に
対

し
て
物
部
氏
が
、
仏
像
を
祀
っ
た
か
ら
、
こ
の

よ
う
な
病
が
起
き
た
ん
だ
と
進
言
し
て
、
蘇
我

氏
の
お
堂
は
壊
さ
れ
、
仏
像
は
難
波
の
地
に

持
っ
て
い
か
れ
て
、
海
に
棄
却
さ
れ
た
と
い
う

記
事
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
の
記
事
の
一
連
の
流
れ
は
、
ど
の
よ
う
に

理
解
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
ま
ず

天
皇
が
仏
像
を
祀
ら
な
か
っ
た
の
は
、
天
皇
が

自
分
で
祀
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
分
の
直

接
の
祖
先
神
で
あ
る
天
照
大
神
だ
け
で
、
百
済

か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
仏
さ
ま
を
自
分
で
は
神
祭

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
、
臣
下
の
者
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に
諮
っ
た
委
託
祭
祀
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
解
釈

さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
実
際
に
仏
教
が
重
要
と
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
の
に
は
少
し
時
間
が
か
か
り
、
五
八

〇
年
代
ぐ
ら
い
か
ら
で
す
。一
番
重
要
な
の
は
、

や
は
り
推
古
天
皇
の
時
代
に
な
り
、
聖
徳
太
子

が
登
場
さ
れ
て
、
活
躍
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
で
す
。
正
史
の
上
に
出
て
く
る
仏
教
の
記

事
の
中
で
、
聖
徳
太
子
が
『
法
華
経
』
を
岡
本

宮
で
講
じ
た
と
い
う
記
事
が
出
て
ま
い
り
ま

す
。
こ
の
と
き
天
皇
は
大
い
に
喜
ん
で
、
播
磨

の
国
の
水
田
百
町
を
皇
太
子
に
施
し
、
こ
れ
が

法
隆
寺
（
斑
鳩
寺
）
の
経
済
面
を
支
え
る
寺
田

に
な
っ
た
と
い
う
記
事
が
登
場
い
た
し
ま
す
。

古
代
の
一
番
大
き
な
法
会
は
何
で
あ
っ
た
か

と
言
い
ま
す
と
、
東
大
寺
が
創
建
さ
れ
た
と
き

に
行
な
わ
れ
た
大
仏
開
眼
供
養
会
で
す
。
東
大

寺
の
大
仏
開
眼
会
の
記
録
は
、『
東
大
寺
要
録
』

に
詳
細
な
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。「
天
皇
は

慎
み
敬
い
て
請
う
（
皇
帝
敬
請
）、
隆
尊
律
師
」

と
出
て
き
ま
す
の
で
、
臨
席
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
こ
の
法
会
の
場
に
講
師
と
読
師

と
い
わ
れ
る
方
が
、
登
場
し
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
経
典
の
講
説
と
し
て
護
国
三
部

経
の
中
で
は
『
法
華
経
』
が
い
ろ
い
ろ
な
と
こ

ろ
に
お
い
て
講
説
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
東
大
寺

に
お
き
ま
し
て
も
、
桜
会
と
い
う
の
が
創
始
さ

れ
、「
名
僧
を

請
し
、
方
便
門
を
開
き
真
実

相
を
示
す
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、『
法
華

経
』
の
講
説
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
ま
た
、「
始
終
相
い
具
し
て
五
日
九
坐

の
勤
め
を
致
せ
り
」
と
出
て
き
ま
す
。
こ
の
記

述
か
ら
、
実
は
古
代
の
法
会
と
い
う
の
は
、
結

構
長
い
日
に
ち
を
か
け
て
や
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。

一
日
に
何
回
法
会
の
場
を
設
け
る
か
と
い
う

の
も
、
古
代
か
ら
特
徴
が
あ
り
、
飛
鳥
・
奈
良

時
代
の
み
「
六
時
の
法
会
」
と
言
い
ま
し
て
、

一
日
を
六
つ
に
、
つ
ま
り
、
四
時
間
ご
と
に
分

け
、
何
ら
か
の
行
事
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
て
い
ま
す
。
現
在
、
こ
の
タ
イ
プ
の
法
会

は
、
東
大
寺
の
お
水
取
り
が
そ
の
典
型
だ
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
一
日
に
三
回
、
こ
れ

は
三
時
の
法
会
で
す
け
れ
ど
も
、
奈
良
時
代
に

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
日
二
回

や
る
の
は
、
院
政
期
以
降
に
多
く
な
っ
て
く
る

と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
こ
の

場
合
に
は
朝
座
と
夕
座
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

古
代
か
ら
は
、
二
時
、
三
時
、
六
時
と
い
う
の

が
存
在
し
て
い
ま
す
が
、
特
に
院
政
期
以
降
に

二
坐
形
式
の
も
の
が
多
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
法
会
が
基
準
に
な
り
、
中
世
の

時
代
に
格
式
の
高
い
法
会
が
幾
つ
も
設
け
ら
れ

て
き
ま
す
。
院
政
期
か
ら
中
世
の
前
半
期
に
か

け
て
、
日
本
で
一
番
格
式
の
高
い
法
会
と
し

て
、
法
勝
寺
御
八
講
、
宮
中
最
勝
講
、
仙
洞
最

勝
講
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
法
会
に
出
仕
す

る
人
た
ち
は
、
天
皇
陛
下
に
よ
る
公
請
、
ま
た

は
上
皇
、
院
の
御
請
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
法
会
に
お
け

る
経
典
の
講
説
は
唱
導
と
呼
ば
れ
ま
し
て
、
こ

れ
が
鎌
倉
末
の
こ
ろ
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

虎
関
師
錬
の
『
元
亨
釈
書
』
の
中
に
は
、「
唱
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導
者
、
演
説
也
（
唱
導
と
は
演
説
な
り
）」
と
い

う
言
葉
で
出
て
ま
い
り
ま
す
。
法
会
の
目
的
は

何
か
と
言
う
と
、
仏
法
を
人
び
と
に
教
え
諭
し

導
く
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。

四
．
親
鸞
聖
人
の
目
指
し
た
世
界

―
「
は
か
ら
い
」
の
な
い
こ
と
　

―

こ
こ
で
話
が
変
わ
り
ま
す
。
親
鸞
聖
人
の
目

指
し
た
世
界
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い

か
と
い
う
視
点
か
ら
、
私
は
最
近
「
は
か
ら
い
」

と
い
う
言
葉
が
と
て
も
大
切
で
は
な
い
か
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

「
自
然
」
と
い
ふ
は
、「
自
」
は
お
の
づ
か

ら
と
い
ふ
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら

ず
。
し
か
ら
し
む
と
い
ふ
こ
と
ば
な
り
。

「
然
」
と
い
ふ
は
、
し
か
ら
し
む
と
い
ふ

こ
と
ば
、
行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
、

如
来
の
ち
か
ひ
に
て
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
。

「
法
爾
」
と
い
ふ
は
、
如
来
の
御
ち
か
ひ

な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
し
か
ら
し
む
る
を
法
爾

と
い
ふ
。
こ
の
法
爾
は
、
御
ち
か
ひ
な
り

け
る
ゆ
ゑ
に
、
す
べ
て
行
者
の
は
か
ら
ひ

な
き
を
も
ち
て
、
こ
の
ゆ
ゑ
に
他
力
は
義

な
き
を
義
と
す
る
と
し
る
べ
き
な
り
。

	

（『
註
釈
版
』
六
二
一
頁
）

信
心
を
浄
土
宗
の
正
意
と
し
る
べ
き
な

り
。
こ
の
こ
こ
ろ
を
え
つ
れ
ば
、「
他
力

に
は
義
の
な
き
を
も
つ
て
義
と
す
」
と
、

本
師
聖
人
（
源
空
）
の
仰
せ
ご
と
な
り
。

「
義
」
と
い
ふ
は
行
者
の
お
の
お
の
の
は

か
ら
ふ
こ
こ
ろ
な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
お
の

お
の
の
は
か
ら
ふ
こ
こ
ろ
を
も
た
る
ほ
ど

を
ば
自
力
と
い
ふ
な
り
。
よ
く
よ
く
こ
の

自
力
の
や
う
を
こ
こ
ろ
う
べ
し
と
な
り
。	

	

（『
註
釈
版
』
六
七
三
頁
）

と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
「
は
か
ら
ふ
こ
こ
ろ
」
と
い
う
の
が
、

私
た
ち
を
悩
ま
せ
る
一
番
の
も
と
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
は
か
ら
い
が
な

い
こ
こ
ろ
と
い
う
の
は
、
広
く
捉
え
て
も
い
い

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

鈴
木
大
拙
先
生
が
『
妙
好
人
』
と
い
う
本
の

中
で
、

わ
れ
の
ち
か
ら
で
、
で
る
と
は
お
も
う

た
、
そ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
、
お
や
ち
か

ら
。
た
り
き
、
た
り
き
と　

お
も
う
て
い

た
が
、
お
も
う
た
こ
こ
ろ
が　

み
な
じ
り

き
。
じ
ご
く
き
ら
い
ひ
の　

ご
く
ら
く
の

ぞ
み
、
の
ぞ
む
こ
こ
ろ
も
、
み
な
じ
り
き
。

こ
う
か
あ
あ
か
と
は
か
り
て
い
た
が
、
は

か
る
が
で
な
い
、
た
だ
の
た
だ
。
あ
あ
、

あ
り
が
た
い
、
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
。

と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
「
は
か
る
が
で

な
い
、
た
だ
の
た
だ
」
と
い
う
こ
こ
ろ
の
在
り

方
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
妙

好
人
の
言
葉
で
考
え
て
い
く
と
、
今
起
き
て
い

る
こ
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
て
い
て
、

余
計
な
こ
こ
ろ
の
は
た
ら
き
を
起
こ
し
て
い
な

い
と
い
う
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

五
．
仏
教
の
修
行
道
　

―
　

身
心
の
観
察

こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
背
景
を
仏
教
の
修
行

道
の
伝
統
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
ど
の
よ
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う
に
言
え
る
の
か
。
こ
れ
を
最
後
の
と
こ
ろ
で

お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
が
悟
り
を
開
か
れ
た
心
身
の
観

察
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
と
言
い
ま

す
と
、「
念
処
」
と
翻
訳
さ
れ
ま
す
け
ど
も
、

サ
テ
ィ
パ
ッ
タ
ー
ナ
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
る

観
察
の
仕
方
が
そ
の
基
本
に
な
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。『
念
処
経
』
と
い
う
経

典
が
あ
り
ま
し
て
、
長
部
の
経
典
の
中
で
す
と

『
大
念
処
経
』、
中
部
経
典
の
中
で
す
と
『
念
処

経
』
と
い
う
名
前
で
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

こ
の
冒
頭
部
分
に
大
変
に
興
味
深
い
記
述
が
あ

り
ま
す
。

比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
道
は
も
ろ
も
ろ
の
生

け
る
も
の
が
清
ま
り
、
憂
い
と
悲
し
み
を

乗
り
越
え
、
苦
し
み
と
憂
い
が
消
え
、
正

理
を
得
、
涅
槃
を
目
の
当
た
り
に
み
る
た

め
の
一
道
で
す
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
四

念
処
で
す
。
四
つ
と
は
何
か
。
こ
こ
に

比
丘
は
、
身
に
於
い
て
身
を
観
つ
づ
け

（anupassī

）、
熱
心
に
、
正
知
を
そ
な
え

（sam
pajāno

）、
念
を
そ
な
え
（satim

ā

）、

世
界
に
お
け
る
貪
欲
と
憂
い
を
除
い
て
住

み
ま
す
。

大
事
な
点
は
、
こ
の
世
を
観
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
憂
い
と
悲
し
み
を
乗
り
越
え
、
苦
し

み
と
憂
い
が
消
え
」
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
目

指
し
て
い
た
世
界
は
何
か
と
い
う
と
き
に
、
私

た
ち
は
、
正
理
だ
と
か
涅
槃
と
か
に
と
ら
わ
れ

が
ち
で
す
が
、
私
た
ち
が
日
常
に
起
こ
し
て
い

る
憂
い
や
悲
し
み
、
苦
し
み
、
そ
う
い
う
も
の

が
消
え
て
い
く
、
越
え
て
い
く
と
い
う
の
が
大

切
だ
と
い
う
視
点
を
ず
っ
と
持
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

サ
テ
ィ
パ
ッ
タ
ー
ナ
の
実
際
の
や
り
方
に
つ

い
て
、『
念
処
経
』
の
中
で
述
べ
て
い
る
部
分

が
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
に
ま
た
、
比
丘
た
ち
よ
、
比
丘
は
進

む
に
も
、
退
く
に
も
、
正
知
を
も
っ
て
行

動
し
ま
す
。
真
っ
直
ぐ
見
る
に
も
、
あ
ち

こ
ち
見
る
に
も
、
正
知
を
も
っ
て
行
動
し

ま
す
。
曲
げ
る
に
も
、
伸
ば
す
に
も
、
正

知
を
も
っ
て
行
動
し
ま
す
。
大
衣
と
鉢
衣

を
持
つ
に
も
、
正
知
を
も
っ
て
行
動
し
ま

す
。

「
飲
む
に
も
、
噛
む
に
も
、
味
わ
う
に
も
」

と
言
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
正
知
を
も
っ
て

行
動
す
る
。
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言

う
と
、
注
意
を
振
り
向
け
て
、
し
っ
か
り
と
把

握
す
る
こ
と
、
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
歩
い
て
い
る
と
き
に
は
、
足
が
上
が
っ
て
、

足
が
下
り
ま
す
。
ま
た
足
が
上
が
っ
て
、
足
が

下
り
ま
す
。
そ
の
自
分
の
行
動
に
注
意
を
振
り

向
け
て
、
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
い
く
。
あ
る

い
は
「
飲
む
に
も
、
噛
む
に
も
」
と
出
て
き
ま

す
か
ら
、
何
か
ご
飯
を
食
べ
て
い
る
と
き
、
ご

飯
を
口
に
運
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
口
の
中
で
そ

し
ゃ
く
し
て
、
噛
ん
で
い
く
。
そ
の
噛
ん
で
い

る
と
き
の
噛
む
と
い
う
こ
と
も
、
き
ち
ん
と
、

し
っ
か
り
と
把
握
し
て
い
く
と
い
う
の
が
、
サ

テ
ィ
パ
ッ
タ
ー
ナ
の
実
際
に
や
っ
て
い
る
こ
と

だ
と
い
う
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
身
体
の
行
動
を
一
つ
ひ
と
つ
全
部
把
握

し
て
い
く
と
い
う
の
は
、
実
は
日
本
の
茶
道
の

中
に
も
流
れ
込
ん
で
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
な

る
前
に
、
千
利
休
が
登
場
い
た
し
ま
す
け
ど
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も
、
そ
の
後
継
者
で
千
宗
旦
と
い
う
方
の
書
を

も
と
に
し
た
と
さ
れ
る
『
禅
茶
録
』
の
中
で
は
、

お
茶
の
作
法
を
「
気
続
立
」、
気
が
続
く
た
て

方
と
い
う
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
で
す
が
、

茶
杓
で
粉
茶
を
お
腕
に
入
れ
て
、
茶
せ
ん
で
か

き
回
す
。
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
に
全
部
気
を
注
い

で
や
り
な
さ
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
表
現
は
違

い
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
つ
ひ
と
つ
を
全
部
し
っ

か
り
と
正
知
を
も
っ
て
行
動
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

六
．「
は
か
ら
い
」
の
な
い
こ
と
と
、

「
第
二
の
矢
」

そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
と
、
ど
の
よ
う

な
こ
と
が
起
き
て
く
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
資
料
と
し
て
、『
サ
ン
ユ
ッ
タ
ニ

カ
ー
ヤ
』
が
あ
り
ま
す
。
第
二
の
矢
が
な
い
状

態
、「
受
け
止
め
た
後
の
心
の
反
応
が
生
じ
な

い
よ
う
に
心
が
変
化
す
る
」
と
い
う
こ
と
で

す
。私

た
ち
は
、
外
界
の
刺
激
を
感
覚
器
官
で
受

け
止
め
て
、「
何
々
な
」
と
い
う
ふ
う
に
、
は
っ

き
り
と
受
け
止
め
ま
す
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
に

な
っ
て
次
の
反
応
が
起
き
ま
す
。
こ
れ
を
『
サ

ン
ユ
ッ
タ
ニ
カ
ー
ヤ
』
の
中
で
は
、

比
丘
た
ち
よ
、
聞
を
そ
な
え
て
い
な
い
凡

夫
は
、
苦
受
に
触
れ
ら
れ
る
と
、
悲
し

み
、
疲
れ
、
悲
泣
し
、
胸
を
打
っ
て
泣
き
、

迷
乱
し
ま
す
。
彼
は
二
の
受
を
感
受
し
ま

す
。
身
に
属
す
る
も
の
と
、
心
に
属
す
る

も
の
で
す
。
比
丘
た
ち
よ
、
た
と
え
ば
、

男
性
を
矢
が
射
抜
く
と
し
ま
す
。
直
ち
に

第
二
の
矢
が
付
随
の
傷
を
射
抜
き
ま
す
。

比
丘
た
ち
よ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の

男
性
は
二
の
矢
に
よ
っ
て
受
を
感
受
し
ま

す
。
比
丘
た
ち
よ
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う

に
、
聞
を
備
え
て
い
な
い
凡
夫
は
、
苦
受

に
触
れ
ら
れ
る
と
、
悲
し
み
、
疲
れ
、
悲

泣
し
、
胸
を
打
っ
て
泣
き
、
迷
乱
し
ま
す
。

か
れ
は
二
の
受
を
感
受
し
ま
す
。
身
に
属

す
る
も
の
と
、
心
に
属
す
る
も
の
で
す
。

し
か
も
ま
た
、
そ
の
苦
受
に
触
れ
ら
れ
る

と
、
い
か
り
を
懐
く
者
に
な
り
ま
す
。

と
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
聞
を
そ
な
え
て
い
な
い
」
と
い
う
の
は
、

お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
を
聞
い
て
実
践
し
て
い
な

い
。
つ
ま
り
、
サ
テ
ィ
パ
ッ
タ
ー
ナ
、
そ
う
い

う
心
身
の
観
察
を
し
て
い
な
い
人
は
、
苦
受
に

触
れ
ら
れ
る
と
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
に
な
っ

て
、
次
々
に
は
た
ら
き
を
起
こ
し
て
迷
乱
す

る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
心
身
の
観
察
を
行
っ
て
、
注
意
を

振
り
向
け
て
し
っ
か
り
と
把
握
す
る
と
い
う
練

習
を
し
て
い
る
と
、
第
二
の
矢
と
表
現
さ
れ
た

苦
し
み
や
怒
り
が
生
じ
な
い
よ
う
に
変
わ
っ
て

い
き
ま
す
。
具
体
的
な
例
で
第
二
の
矢
を
考
え

て
み
ま
す
と
、
道
を
歩
い
て
い
て
肩
と
肩
が
ぶ

つ
か
る
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
よ
く
経
験
し
た
こ
と

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
私
た
ち

の
身
体
は
痛
み
を
感
じ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
痛

い
と
い
う
ふ
う
に
了
解
し
て
い
く
。
そ
の
次
に

涙
が
出
て
き
た
り
、
あ
る
い
は
、
ぶ
つ
か
っ
て

き
た
人
に
対
し
て
怒
り
の
気
持
ち
が
生
じ
て
、

「
ど
こ
を
見
て
歩
い
て
い
る
！
」
と
い
っ
た
反

応
、
怒
り
が
生
じ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
第
二
の
矢
が
生
じ
な
い
よ
う
に

こ
こ
ろ
が
整
え
ら
れ
て
い
る
と
、
肩
と
肩
が
ぶ

つ
か
る
と
、「
痛
い
」
と
い
う
感
受
だ
け
で
止

ま
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い

う
ふ
う
に
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。

私
た
ち
の
日
常
と
い
う
の
は
、
感
覚
器
官
を

通
じ
て
世
界
を
受
け
止
め
、
判
断
が
生
じ
る
。

そ
の
判
断
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
自
動
的
に

次
か
ら
次
へ
と
こ
こ
ろ
が
動
い
て
い
き
ま
す
。

そ
の
受
動
的
に
次
か
ら
次
へ
と
動
い
て
い
く

の
が
、
悩
み
苦
し
み
そ
の
も
の
だ
と
い
う
ふ
う

に
、
お
釈
迦
さ
ま
は
捉
え
て
い
た
と
思
い
ま

す
。
私
た
ち
の
こ
こ
ろ
に
、
第
二
の
矢
が
生
じ

な
い
よ
う
に
こ
こ
ろ
を
整
え
て
い
く
。こ
れ
が
、

悩
み
や
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
第
二
の
矢
が
生
じ
な
い
よ
う
な
在
り
方

を
、
親
鸞
聖
人
の
「
は
か
ら
い
の
な
い
」
と
い

う
言
葉
と
関
連
付
け
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
た
ち

の
こ
こ
ろ
に
何
か
あ
っ
た
と
き
、「
あ
あ
す
れ

ば
、
こ
う
す
れ
ば
」
と
い
っ
た
、「
は
か
ら
う
」

と
い
う
第
二
の
矢
に
相
当
す
る
は
た
ら
き
が
普

通
は
起
き
て
し
ま
う
ん
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
を

起
こ
さ
な
い
で
受
け
止
め
て
い
く
と
い
う
こ
と

ま
で
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
阿
弥
陀

さ
ま
の
本
願
へ
の
信
心
と
い
う
の
が
、
私
た
ち

の
こ
こ
ろ
が
起
こ
す
第
二
の
矢
、
こ
の
第
二
の

矢
は
、
後
に
戯
論
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
が
、
戯
論
を
起
こ
さ
せ
な
い
よ

う
に
、
起
こ
さ
せ
な
い
機
能
を
持
っ
て
い
る
と

い
う
ふ
う
に
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

思
う
わ
け
で
す
。

そ
の
よ
い
例
が
、
さ
き
ほ
ど
の
妙
好
人
の
言

葉
、「
こ
う
か
あ
あ
か
と
は
か
り
て
い
た
が
、

は
か
る
が
で
な
い
、
た
だ
の
た
だ
」。
次
の
は

た
ら
き
が
出
て
こ
な
い
。
何
事
も
そ
の
ま
ま
に

受
け
止
め
て
、
第
二
の
矢
の
な
い
、
す
な
わ
ち

戯
論
の
な
い
境
地
と
重
な
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い

き
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
の
強
調
さ
れ
る
他
力
の

信
心
、
は
か
ら
い
の
な
い
こ
こ
ろ
と
い
う
の

は
、
仏
教
の
修
行
道
が
伝
え
て
き
た
第
二
の
矢

が
生
じ
な
い
と
い
う
世
界
と
重
な
っ
て
い
く
も

の
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
を
戯

論
が
生
じ
な
い
状
態
を
、「
信
」
を
媒
介
に
し

て
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
も
言
い
換

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
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一
．
出
発
点
と
し
て
の
「
祈
り
」

―
　

宗
教
的
な
も
の
の
地
平
　

―

皆
さ
ま
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

今
回
、
ま
ず
申
し
あ
げ
た
い
の
は
、
事
前
に

打
ち
合
わ
せ
を
し
た
と
き
に
、
非
常
に
衝
撃

を
受
け
た
こ
と
で
す
。
何
か
と
申
し
ま
す
と
、

ご
依
頼
を
受
け
た
と
き
最
初
の
反
応
は
、「
祈

り
」
と
い
う
言
葉
で
論
を
組
み
立
て
る
こ
と
で

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
打
ち
合
わ
せ
の
際
に

「
浄
土
真
宗
で
は
〈
祈
り
〉
と
い
う
言
葉
は
使

わ
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
て
、
ど
う
し
よ
う
か

悩
み
ま
し
た
。
悩
ん
だ
の
で
す
が
、
や
は
り
そ

の
言
葉
を
手
が
か
り
に
語
ら
せ
て
も
ら
お
う
と

思
い
、
そ
の
た
め
に
も
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
な
く

対
面
で
、
と
本
日
こ
こ
に
参
り
ま
し
た
。

ど
う
し
て
、「
祈
り
」
に
こ
だ
わ
る
の
か
。

「
祈
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
哲

学
を
学
ん
だ
私
が
宗
教
的
な
も
の
に
哲
学
的

思
考
と
し
て
、
ど
う
立
ち
向
か
っ
た
ら
い
い

か
と
考
え
た
と
き
に
、
た
ど
り
着
い
た
私
の

思
考
の
出
発
点
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
が
、

二
〇
〇
〇
年
刊
行
で
す
か
ら
約
二
十
年
前
に
、

私
が
そ
の
原
点
と
し
て
書
い
た
論
文
が
、「
祈

り
の
コ
ロ
ナ
」
と
い
う
論
文
だ
っ
た
の
で
す
。

宗
教
的
な
も
の
の
地
平
を
考
え
る
と
き
に
、

神
や
仏
と
い
う
超
越
者
の
側
か
ら
、
そ
れ
を
前

提
に
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

こ
の
俗
な
る
人
間
、
ま
だ
信
仰
に
入
っ
て
い
な

い
よ
う
な
人
間
か
ら
出
発
し
て
、
人
間
一
般
に

と
っ
て
の
「
宗
教
的
な
も
の
」
が
語
れ
る
の
か
、

語
れ
な
い
の
か
。
こ
れ
を
ど
う
し
て
も
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ

と
で
す
。

そ
れ
で
考
え
た
の
は
、「
祈
り
」
と
は
、
単

に
宗
教
的
な
人
間
、
信
仰
を
持
っ
て
い
る
人
間

が
祈
る
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
信
仰
の
あ
る

な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
ど
ん
な
人
間
も
祈
る
の

で
は
な
い
か
。
あ
る
意
味
、
祈
ら
な
い
人
間
は

い
な
い
。
無
神
論
者
だ
っ
て
祈
る
。「
祈
り
」

は
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
根
源
的
な
地
平
で
は

な
い
か
。
そ
の
こ
と
を
出
発
点
に
し
た
か
っ

た
。
そ
こ
で
私
が
展
開
し
た
の
が
、「
信
」
で

し
た
。「
信
」
を
自
分
が
生
き
て
い
る
世
界
の

限
界
を
超
え
る
行
為
＝
運
動
と
と
ら
え
た
。
つ

ま
り
、
世
界
と
そ
の
限
界
と
い
う
問
題
に
お
い

て
、「
信
」
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

た
の
で
す
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
、「credo.quia	

absurdum
	est

（
不
条
理
ゆ
え
に
わ
れ
信
ず
）」

で
し
た
。「
不
条
理
ゆ
え
に
」、
つ
ま
り
理
性
的

な
論
理
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
「
信
」
が
あ
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題
二

小
林
康
夫
氏
「
阿
弥
陀
如
来
の
存
在
へ
」

す
。こ

こ
か
ら
、
今
、
世
界
中
が
直
面
し
て
い
る

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
混
乱
の
中
で
、
私
た
ち

が
起
こ
し
て
い
る
は
た
ら
き
か
ら
、
少
し
で
も

楽
に
な
っ
て
い
け
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
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る
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
、「
限
界
と
世
界
」

と
し
て
論
じ
ま
し
た
。
さ
ら
に
そ
れ
を
受
け

て
、
一
般
的
な
意
味
で
「
祈
り
」
と
は
何
か
、

と
い
う
問
題
を
考
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。

「
祈
り
」
と
は
、
私
に
と
っ
て
は
「
行
」
で

す
。
行
為
で
す
。「
祈
り
」
と
い
う
ぎ
り
ぎ
り

の
、
限
界
の
行
為
を
ど
う
考
え
る
か
。
そ
こ
で

は
、「
祈
り
」、
そ
し
て
「
信
じ
る
」
と
い
う
こ

と
が
、
理
性
的
な
も
の
を
完
全
に
超
え
た
か
た

ち
で
生
起
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
と
言
お
う
と

し
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
私
が
使
わ
せ
て
い
た

だ
い
た
の
が
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
取
っ
た
小
説
家

の
大
江
健
三
郎
さ
ん
の
「
井
伏
さ
ん
の
祈
り
と

リ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
講
演
テ
ク
ス
ト
で
し

た
。『
あ
い
ま
い
な
日
本
の
私
』（
岩
波
新
書
）

の
中
に
入
っ
て
い
ま
す
。

大
江
健
三
郎
さ
ん
は
、
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ

を
背
負
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
息
子
さ
ん
は
言

葉
を
し
ゃ
べ
れ
な
い
と
ず
っ
と
思
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
あ
る
日
、
北
軽
井
沢
の
別
荘
の
近
く

で
、
子
ど
も
を
連
れ
て
歩
い
て
い
る
と
き
に
鳥

の
声
が
し
た
。
と
ん
と
ん
と
鳴
い
た
。
そ
う
す

る
と
、
頭
の
上
で
お
ぶ
っ
て
い
る
息
子
さ
ん
が

「
ク
イ
ナ
、
で
す
」
と
言
っ
た
と
い
う
わ
け
で

す
。「
私
は
幻
聴
か
と
思
い
ま
し
て
ね
、
自
分

が
何
か
空
想
し
た
の
か
な
と
思
っ
た
。
し
か
し

鳥
が
も
う
一
度
鳴
い
た
ら
い
い
と
思
っ
た
。
そ

し
て
息
子
が
も
う
一
度
『
ク
イ
ナ
、
で
す
』
と

言
っ
た
な
ら
ば
、
注
意
し
て
聞
く
ん
だ
か
ら
そ

れ
は
本
当
で
、
そ
う
し
た
ら
私
の
子
ど
も
は
人

小
林
康
夫
氏

【
略
　
歴
】

一
九
五
〇
年
生
ま
れ
。
パ
リ
第
10
大
学
で
博
士
号
を
取
得
。
東
京
大
学
名
誉
教
授
。
東
京
大
学

教
養
学
部
助
教
授
、
教
授
、
評
議
員
、
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
共
生
の
た
め
の
国
際

哲
学
交
流
セ
ン
タ
ー
」
拠
点
リ
ー
ダ
ー
、
グ
ロ
ー
バ
ル
Ｃ
Ｏ
Ｅ
「
共
生
の
た
め
の
国
際
哲
学

教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
」（
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
）
拠
点
リ
ー
ダ
ー
を
歴
任
。
二
〇
一
五
年
よ
り
二
〇
二
〇

年
ま
で
青
山
学
院
大
学
大
学
院
総
合
文
化
政
策
学
研
究
科
特
任
教
授
。
専
門
は
表
象
文
化
論
・

現
代
哲
学
。
二
〇
〇
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
政
府
よ
りChevalier	des	Palm

es	académ
iques

（
学
術
栄
誉
賞
）
を
授
与
さ
れ
る
。
著
書
に
、『
若
い
人
の
た
め
の
10
冊
の
本
』（
筑
摩
書
房
、

二
〇
一
九
）、『《
人
間
》
へ
の
過
激
な
問
い
か
け
―
煉
獄
の
フ
ラ
ン
ス
現
代
哲
学
（
上
）
―
』（
水

声
社
、
二
〇
二
〇
）、『
フ
ラ
ン
ス
現
代
哲
学
と
の
遭
遇
（
下
）』（
水
声
社
、
二
〇
二
〇
）、『
存

在
の
冒
険
』（
小
声
社
、
二
〇
二
〇
）
な
ど
。
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間
の
言
葉
を
話
す
可
能
性
が
あ
る
ん
だ
と
思
い

ま
し
て
ね
。
そ
の
と
き
ど
う
し
た
か
と
い
う

と
、
私
は
祈
っ
て
い
た
わ
け
な
ん
で
す
」
と
、

書
か
れ
て
い
ま
す
。

し
か
も
、
大
江
さ
ん
は
す
ぐ
に
言
い
ま
す
、

「
私
は
無
信
仰
の
者
な
ん
で
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク

を
信
じ
な
い
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
も
信
じ
ま
せ

ん
し
、
仏
教
も
信
じ
な
い
。
神
道
も
信
じ
て
い

な
い
。
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
け
ど

祈
っ
て
い
た
。
祈
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
集
中

し
た
と
い
う
ほ
う
が
正
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

け
ど
。
目
の
前
に
一
本
の
木
が
あ
り
ま
し
て

ね
、
ま
だ
若
い
ダ
ケ
カ
ン
バ
の
木
な
ん
で
す
け

ど
、
そ
の
木
を
見
て
い
ま
し
た
。
い
ま
、
自
分

が
こ
の
木
を
見
て
集
中
し
て
い
る
、
他
の
こ
と

を
考
え
な
い
で
コ
ン
セ
ン
ト
レ
ー
ト
し
て
い

る
。
こ
の
い
ま
の
一
刻
が
、
自
分
の
人
生
で
い

ち
ば
ん
大
切
な
と
き
か
も
し
れ
な
い
ぞ
、
と

思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、
も
う
一
度
ク

イ
ナ
が
鳴
き
ま
し
て
ね
、
息
子
が
、『
ク
イ
ナ
、

で
す
』
と
言
っ
た
ん
で
す
」
と
。

無
信
仰
の
者
だ
と
は
っ
き
り
断
言
し
て
い
る

人
間
が
み
ず
か
ら
祈
っ
た
と
い
う
状
況
が
書
か

れ
て
い
て
、
こ
れ
こ
そ
私
の
哲
学
的
な
思
考
に

と
っ
て
、
宗
教
的
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
の
出

発
点
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
っ
た
の
で

す
。「

祈
り
」
は
、
こ
の
世
界
の
限
界
に
向
か
う

ん
で
す
。
そ
し
て
、
私
は
そ
の
と
き
「
も
し
祈

り
が
世
界
の
限
界
へ
と
向
か
う
の
だ
と
す
る

と
、
そ
こ
に
は
、
か
な
ら
ず
し
も
祈
る
者
の
主

体
性
や
意
志
に
は
属
さ
な
い
切
迫
や
促
し
が
あ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に

自
分
に
む
か
っ
て

―
ま
る
で
世
界
の
外
か
ら

で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
到
来
し
つ
つ
あ
る
時
間

の
な
か
で
祈
り
へ
と
促
さ
れ
る
の
だ
。
祈
り
と

は
、
来
つ
つ
あ
る
時
間
を
感
受
し
、
そ
れ
を
見

守
る
こ
と
な
の
だ
」
と
、
書
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
、「
宗
教
的
な
も

の
」
に
つ
い
て
考
え
る
原
点
と
な
っ
た
の
で

す
。そ

の
と
き
、
結
論
で
私
は
「
コ
ロ
ナ
」
と
い

う
言
葉
を
使
い
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
大
事
な

言
葉
は
「
分
有
」
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
存
在
が

わ
れ
わ
れ
だ
け
の
も
の
、
私
の
も
の
だ
け
で
は

な
く
て
存
在
そ
の
も
の
が
根
本
的
に
シ
ェ
ア

（
分
有
）
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、「
祈
り
」
の
根
源

を
見
い
だ
そ
う
と
し
ま
し
た
。
簡
単
に
言
え

ば
、
世
界
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
理
性
的
な
理
解

が
食
い
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
。

「
現
在
の
」
と
い
う
時
間
の
支
配
、
あ
る
い
は

存
在
と
存
在
者
と
の
一
致
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

た
世
界
文
法
そ
の
も
の
が
燃
え
上
が
る
よ
う
な

も
の
。
自
分
と
他
者
の
区
別
と
か
、
時
間
と
空

間
と
い
う
差
異
、
つ
ま
り
言
語
的
な
区
別
が
全

部
一
挙
に
燃
え
上
が
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
も

の
こ
そ
が
「
祈
り
」
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
の
論
文
の
最
後
に
は
、

「
私
」
と
い
う
こ
の
特
異
性
と
や
は
り
同

じ
よ
う
に
特
異
な
他
者
と
の
世
界
内
的
で

は
な
い
、
が
し
か
し
完
全
に
こ
の
世
界
の

外
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
な
分
有
の

地
平
が
、
太
陽
の
コ
ロ
ナ
の
よ
う
に
、
光

輝
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
信
と
は
、
こ
の

世
界
の
光
と
け
っ
し
て
別
の
も
の
で
は
な

い
こ
の
光
へ
の
根
づ
き
を
信
じ
る
こ
と
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だ
。
祈
り
と
は
、
世
界
の
金
環
食
が
は
じ

め
て
見
え
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
こ
の
燃

え
上
が
る
コ
ロ
ナ
を
直
視
し
よ
う
と
す
る

こ
と
な
の
だ
。

と
、
私
は
書
き
ま
し
た
。「
祈
り
」
と
は
「
コ

ロ
ナ
」
な
の
で
す
。

二
．
苦
・
無
常
・
共
生

そ
の
後
私
は
、The	U

niversity	of	T
okyo	

Center	for	Philosophy

（
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
）
と
い
う

東
京
大
学
の
国
際
哲
学
研
究
セ
ン
タ
ー
拠
点

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を
や
り

ま
し
た
が
、
宗
教
的
な
も
の
の
地
平
を
問
い
続

け
よ
う
と
い
う
気
持
ち
は
ず
っ
と
持
っ
て
い
ま

し
た
。
宗
教
が
人
類
に
と
っ
て
、
人
間
に
と
っ

て
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
、
根
底
か
ら
考

え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
路
線
を
歩
も
う

と
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
の
活
動
の

中
に
、「
今
、
仏
教
を
問
う
」
と
い
う
シ
リ
ー

ズ
を
設
け
ま
し
た
。
ま
ず
最
初
に
私
自
身
、
釈

迦
牟
尼
の
原
始
佛
教
、『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』

を
い
く
ら
か
読
む
こ
と
を
通
じ
て
、
佛
教
の
原

点
を
自
分
な
り
に
た
ど
ろ
う
と
し
ま
し
た
。

そ
の
と
き
の
私
の
結
論
が
、
じ
つ
は
「
ブ
ッ

ダ
よ
、
私
に
は
で
き
な
い
。
あ
な
た
の
説
く
こ

と
は
私
に
は
で
き
な
い
。
あ
な
た
の
言
う
こ
と

は
、
無
理
、
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
あ
な

た
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
究
極
的
に
は
、『
人

間
で
あ
る
こ
と
を
や
め
ろ
』
と
い
う
こ
と
だ
か

ら
、
私
に
は
で
き
ま
せ
ん
」
と
い
う
非
常
に
激
し

い
も
の
で
し
た
。
ブ
ッ
ダ
が
言
っ
て
い
る
こ
と

を
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
た
ら
、
ど
こ
か
で
人
間

が
人
間
で
な
く
な
る
と
こ
ろ
に
ま
で
行
か
ざ
る

を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
私
に
は
絶
対
に
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
を
そ
こ
で
確
認
し
た
の
で
す
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
五
年
十
二
月
で
す
が
、
曹

洞
宗
の
宮
川
敬
之
さ
ん
を
お
呼
び
い
た
し
ま
し

て
、「
行
」
に
つ
い
て
、
そ
し
て
、
佛
教
の
根

底
に
あ
る
存
在
は
苦
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
、

そ
れ
か
ら
根
源
的
な
「
無
常
」
に
つ
い
て
考
え

よ
う
と
し
ま
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
「
行
」
を
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
常
に
自
分
を
つ
く
っ
て
い

く
。
何
か
を
つ
く
っ
て
い
く
、
つ
く
ら
ざ
る
を

得
な
い
。「
は
か
ら
い
」
を
一
切
抜
く
と
言
っ

て
も
、「
は
か
ら
い
」
を
一
切
し
な
い
と
い
う

「
は
か
ら
い
」
を
し
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は

必
ず
私
と
い
う
も
の
は
残
り
続
け
る
。
だ
け
ど

そ
の「
行
」の
主
体
は
、
必
ず
し
も
私
が
つ
く
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ば
「
無
常
」
が
、

「
無
明
」
で
あ
る
「
無
常
」
が
「
諸
行
」
し
て

い
る
。
そ
し
て
同
様
に
「
無
我
」
が
、
つ
ま
り

「
無
明
」
な
る
「
無
我
」
が
「
諸
法
」
し
て
い

る
。
こ
こ
で
、「
諸
行
無
常
」
と
、「
無
明
」
で

あ
る
「
無
我
」
が
「
諸
法
」
す
る
と
い
う
こ
と

を
確
認
し
て
、
私
自
身
の
佛
教
の
理
解
の
基
盤

を
つ
く
っ
た
の
で
し
た
。

つ
ま
り
、
私
が
世
界
に
存
在
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
経
験
す
る
、
観
察
す
る
、
そ
し

て
、
そ
れ
を
哲
学
的
な
思
考
と
し
て
追
い
か
け

て
い
く
と
、
必
ず
自
ら
の
出
生
以
前
か
ら
続
く

も
の
、
そ
し
て
自
ら
の
死
後
も
続
く
も
の
と
し

て
の
生
死
を
超
え
た
「
苦
」、「
無
明
」
の
存
在

に
恐
れ
を
持
っ
て
思
い
い
た
す
こ
と
が
、
そ
の

最
低
限
の
姿
勢
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く

る
。
自
分
の
出
生
以
前
の
存
在
の
こ
と
に
思
い
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い
た
す
。
あ
る
い
は
当
然
な
が
ら
、
自
分
の
死

後
の
存
在
に
ま
で
思
い
を
い
た
す
。
そ
れ
が
全

て
「
苦
」
で
あ
る
、「
無
明
」
で
あ
る
と
い
う

ふ
う
に
思
い
を
い
た
す
こ
と
に
佛
教
の
根
本
が

あ
る
と
、
私
の
哲
学
的
思
考
は
た
ど
り
着
き
ま

し
た
。

そ
の
後
、
Ｕ
Ｔ
Ｃ
Ｐ
の
活
動
に
本
日
こ
こ
に

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
丘
山
願
海
先
生
を
お
迎
え

し
て
、「
共
生
」
と
い
う
問
題
を
扱
う
セ
ッ
シ
ョ

ン
も
行
い
ま
し
た
。
根
源
的
共
生
に
お
い
て
自

他
の
無
区
別
、
自
他
の
区
別
が
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
言
語
の
論
理
に
よ
っ
て
は
根
拠
は
与
え

ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
自

己
を
捨
て
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
必
ず
佛

教
は
な
る
の
だ
け
ど
、
自
己
を
捨
て
る
と
い
う

思
い
そ
の
も
の
は
、
ま
だ
自
己
を
認
定
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、「
は
か
ら
い
」
は
な
い
と
い
う

の
が
、「
は
か
ら
っ
て
い
る
」
と
い
う
堂
々
巡

り
に
必
ず
陥
る
。
こ
れ
を
ど
う
や
っ
て
切
り
抜

け
る
か
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
的
に
再
構

成
し
な
が
ら
、
私
は
、
佛
教
の
教
え
の
究
極
は
、

自
他
の
区
別
以
前
に
、
す
で
に
自
他
の
無
区
別

の
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
覚
す
る
こ
と
に

あ
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

三
．
末
　
法

―
　

親
鸞
聖
人
の
生
き
た「
末
法
」と
現
代

こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
呼
び
掛
け
、
一
つ
の

出
会
い
、
そ
れ
が
連
鎖
し
て
、
今
、
私
は
こ
こ

で
、
皆
さ
ま
の
前
で
何
か
を
語
ら
せ
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
ま
で
が
序

な
の
で
す
が
、
次
に
私
の
言
い
た
い
こ
と
は
一

つ
で
す
。

今
こ
そ
人
類
の
こ
の
歴
史
的
な
大
転
換
期
に

お
い
て
、
宗
教
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
て
、

こ
れ
は
私
の
師
で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
用
語
で
す
が
、
宗
教
を

デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
（
脱
構
築
）
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
新
型
コ
ロ
ナ
感
染

症
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
資
本
主
義
社
会
が

社
会
格
差
を
増
大
さ
せ
、
さ
ら
に
情
報
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
、
地
球
温
暖
化
、
資
源
枯
渇
、
人
工
物

質
の
汚
染
の
拡
大
、
経
済
効
率
第
一
主
義
、
未

曾
有
の
問
題
が
山
積
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
す

べ
て
、
人
間
が
こ
の
地
上
に
「
浄
土
」
を
構
築

し
よ
う
と
し
て
い
る
結
果
で
す
。

極
論
す
る
な
ら
ば
、
誰
も
極
楽
浄
土
へ
の
往

生
を
求
め
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
地
上
で
自・

分・

だ・

け・

は・

極
楽
を
味
わ
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
だ
け

で
す
。
そ
れ
は
「
末
法
」
で
す
。
し
か
し
、
終

末
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
今
の
「
末
法
」

と
い
う
状
態
は
、
親
鸞
聖
人
の
時
代
の
「
末
法
」

と
は
全
く
様
相
を
異
に
し
て
い
ま
す
。
あ
の
時

代
の
「
末
法
」
か
ら
、
親
鸞
聖
人
は
そ
の
「
末

法
」
を
生
き
る
ぎ
り
ぎ
り
の
仕
方
を
提
示
し
ま

し
た
。

親
鸞
聖
人
の
生
き
た
と
き
の
「
末
法
」
は
、

ま
さ
に
人
間
が
そ
の
ま
ま
で
は
生
き
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
誰
も
が
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
そ
の
意
味
で
は
人
を
殺
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
そ
の
よ
う
に
押
し
付
け
ら
れ
て
い
る
時

代
で
し
た
。
あ
の
時
代
、
ど
こ
に
希
望
が
あ
っ

た
で
し
ょ
う
。
親
鸞
聖
人
に
関
連
す
る
文
献
を

今
回
読
み
直
し
て
思
っ
た
の
は
、
絶
望
で
す
。

そ
の
絶
望
が
わ
か
ら
な
い
で
、
親
鸞
聖
人
の
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や
っ
た
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
法
然
聖
人
の
門
下
の
死
罪
に

遭
い
、
ご
自
身
は
流
罪
に
遭
っ
た
人
で
は
な
い

で
す
か
。
ど
の
ぐ
ら
い
絶
望
が
深
か
っ
た
か
。

そ
の
絶
望
こ
そ
が
、
そ
の
絶
望
を
反
転
さ
せ
る

道
を
切
り
開
か
せ
た
の
で
す
。
あ
え
て
言
わ
せ

て
い
た
だ
け
れ
ば
、
支
配
、
戦
闘
の
時
代
、
必

ず
人
を
殺
す
、
必
ず
悪
人
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
う
い
う
時
代
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を

全
部
受
け
て
、
比
叡
山
に
行
っ
て
佛
教
を
学
ん

だ
が
、
そ
こ
で
も
ま
た
支
配
も
権
力
も
あ
る
。

そ
れ
に
気
付
い
た
の
が
親
鸞
聖
人
で
は
な
か
っ

た
か
。

そ
の
と
き
に
親
鸞
聖
人
は
、「
無
の
祈
り
」

に
到
達
し
ま
す
。
私
は
あ
え
て
「
無
の
祈
り
」

と
言
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

他
力
と
申
す
は
、
仏
智
不
思
議
に
て
候
ふ

な
る
と
き
に
、
煩
悩
具
足
の
凡
夫
の
無
上

覚
の
さ
と
り
を
得
候
ふ
な
る
こ
と
を
ば
、

仏
と
仏
の
み
御
は
か
ら
ひ
な
り
。
さ
ら
に

行
者
の
は
か
ら
ひ
に
あ
ら
ず
候
ふ
。　
　
　
　
　
　

（『
註
釈
版
』
七
七
六
頁
）

他
力
と
申
し
候
ふ
は
、
と
か
く
の
は
か
ら

ひ
な
き
を
申
し
候
ふ
な
り
。

（『
註
釈
版
』
七
八
三
頁
）

私
の
拙
い
理
解
で
す
が
、
存
在
を
「
名
号
」

に
還
元
し
、
そ
れ
を
「
信
」
と
し
て
受
け
止
め

る
と
い
う
こ
と
は
、
論
理
的
に
見
た
場
合
に

は
、
原
始
佛
教
、
大
乗
佛
教
、
全
部
を
引
き
受

け
て
、
そ
れ
を
「
名
号
」
と
い
う
た
だ
一
点
の

ほ
と
ん
ど
な
ん
で
も
な
い
「
無
」
の
よ
う
な
と

こ
ろ
に
持
っ
て
い
っ
た
。
す
ご
い
「
革
命
」
で

す
。
親
鸞
聖
人
は
そ
れ
が
実
は
、
い
か
に
多
く

の
知
識
に
よ
っ
て
確
固
と
し
て
裏
付
け
ら
れ
て

い
る
か
を
示
す
た
め
に
、『
教
行
信
証
』
を
書

く
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
推
測

し
ま
す
。

「
絶
対
他
者
」
と
「
私
」、「
愚
か
な
る
私
」
と

い
う
二
項
対
立
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
あ
る
意
味

で
は
最
も
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
な
仕
方
で
、
最
も
ス

マ
ー
ト
な
仕
方
で
転
換
さ
せ
て
、
鏡
像
的
に
対

比
し
た
。
つ
ま
り
、
膨
大
な
も
の
を
た
だ
一
点
、

阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
か
け
て
、
信
を
そ
こ
に

か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
望
の
穢
土
か
ら

「
浄
土
」
へ
と
向
か
う
道
を
切
り
開
い
た
。
平

安
末
期
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
の
日
本
が
、
そ
れ

ま
で
の
支
配
体
制
か
ら
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
戦

闘
、
人
殺
し
、
文
字
通
り
の
「
末
法
」
の
時
代

に
突
入
し
た
と
き
に
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
耐

え
て
希
望
を
灯
そ
う
と
す
る
か
。
そ
こ
に
親
鸞

聖
人
の
す
ご
い
覚・

悟・

が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

四
．
阿
弥
陀
如
来
に
存
在
を
与
え
返
す

―
共
生
共
存
の
地
球
的
地
平

そ
れ
で
は
残
っ
た
時
間
で
、
今
回
の
私
の
思

考
が
行
き
着
こ
う
と
す
る
先
を
、
お
話
し
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
が
思
う
の
は
、
わ
れ
わ

れ
は
親
鸞
聖
人
の
よ
う
に
は
絶
望
し
て
い
な
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
意
味

で
は
、
自
力
を
完
全
に
捨
て
る
と
こ
ろ
ま
で
絶

望
し
き
れ
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
わ
れ
わ

れ
の
誰
一
人
、
あ
の
時
代
の
親
鸞
聖
人
ほ
ど
絶

望
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ

れ
わ
れ
は
ど
こ
に
希
望
を
見
い
だ
し
て
い
い
の

か
わ
か
ら
な
い
。
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皆
さ
ま
は
、
例
え
ば
今
回
の
親
鸞
聖
人
御
誕

生
八
五
〇
年
・
立
教
開
宗
八
〇
〇
年
慶
讃
法
要

と
同
じ
よ
う
な
法
要
を
五
十
年
後
に
で
き
る

と
考
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
は
た
し
て
人
類

に
「
五
十
年
後
」
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
今

ま
で
と
今
後
の
五
十
年
で
は
、
人
類
の
歴
史
は

ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ

れ
は
ま
っ
た
く
新
し
い
「
末
法
」
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
こ
の
「
末
法
」
に
お
い
て
一
人
ひ

と
り
は
、
少
し
も
こ
の
現
実
を
厭
離
し
て
、
早

く
阿
弥
陀
如
来
の
極
楽
浄
土
に
行
き
た
い
と

思
っ
て
い
な
い
。
な
る
べ
く
こ
の
世
で「
浄
土
」

か
「
極
楽
」
を
味
わ
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

み
ん
な
が
そ
う
思
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、

地
球
全
体
は
ど
ん
ど
ん
も
は
や
人
類
が
住
ん
で

い
け
な
い
よ
う
な
方
向
に
行
っ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
こ
の
「
末
法
」
状
態
を
、
そ
れ
ぞ
れ

の
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
の
か
。
そ

れ
が
い
ま
、
問
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
で
一
番
学
ぶ
べ

き
こ
と
は
、
生
き
延
び
る
た
め
に
は
変・

異・

し・

な・

け・

れ・

ば・

な・

ら・

な・

い・

と
い
う
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
ウ
イ
ル
ス
は
変
異
し
続
け
る
姿
を
見
せ

て
く
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
変
異
し
て
も
無

常
で
す
。
デ
ル
タ
株
は
も
う
滅
び
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
本
当
に
無
常
の
世
界
で
す
。
今
回

の
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
流
行
ほ
ど
「
無
常
」

を
見
せ
つ
け
て
く
れ
て
い
る
時
代
は
な
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
戦
闘
に
明
け
暮
れ
た
鎌
倉
時
代
の

「
末
法
」
と
は
違
う
も
の
で
す
。
同
じ
手
当
て

は
で
き
な
い
。

と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
す
べ
き
か
。

そ
の
と
き
、
今
日
の
こ
の
場
に
お
い
て
、
こ・

こ・

に
お
い
て
、
私
は
ま
さ
に
阿
弥
陀
如
来
に

「
存
在
」
を
与
え
返
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
を
考
え
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
は
無
量
光

の
存
在
で
す
。
今
こ
の
時
代
、
宇
宙
の
存
在
が

は
っ
き
り
と
見
え
て
き
て
い
る
こ
の
時
代
に
、

わ
れ
わ
れ
は
今
こ
そ
、
宇
宙
ま
で
含
め
た
広
い

わ
れ
わ
れ
の
世
界
の
中
で
、
阿
弥
陀
如
来
に
も

う
一
度
、「
名
号
」
で
は
な
く
そ
の
「
存
在
」

を
与
え
返
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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皆
さ
ま
が
依
拠
な
さ
っ
て
い
る
大
乗
佛
教

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
乗
経
典
を
つ
く
り
ま
し

た
。
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
原
始
佛
教
的
、

『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
的
な
教
え
で
は
な
く
て
、

宇
宙
全
体
に
ま
で
広
が
る
よ
う
な
広
大
な
宇
宙

観
、
世
界
観
が
開
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
「
世

界
の
オ
ペ
ラ
化
」
だ
と
私
は
呼
び
た
い
と
思
い

ま
す
。
で
す
か
ら
経
典
に
は
必
ず
何
劫
前
と
か

西
に
ど
の
ぐ
ら
い
先
と
か
、
と
て
つ
も
な
く
、

誰
も
計
算
で
き
な
い
よ
う
な
数
字
が
出
ま
す
。

そ
し
て
、
一
切
衆
生
が
出
て
き
ま
す
。
特
定
の

人
だ
け
で
は
な
く
て
全
て
の
人
を
相
手
に
、
全

て
の
宇
宙
に
向
か
っ
て
、
佛
の
光
が
満
ち
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
大
乗
佛
教
は
い
ろ
い
ろ
な
仕

方
で
説
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
あ
の
時
代
の
文

化
形
式
で
し
た
。

今
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
時
代
、
そ
れ
を
そ
の

ま
ま
伝
え
る
だ
け
で
は
、
も
は
や
足
り
な
い
の

で
は
な
い
か
。
今
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
、
自
然
科

学
が
も
た
ら
し
た
、
わ
れ
わ
れ
の
宇
宙
が
ど
の

よ
う
に
で
き
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
時
間
空
間

が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
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命
が
遺
伝
子
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ

て
い
る
の
か
。
そ
の
全
て
の
知
を
引
き
受
け
、

な
お
か
つ
そ
の
上
で
、
ど
の
よ
う
に
宗
教
的
な

も
の
の
可
能
性
が
あ
る
の
か
を
考
え
る
べ
き
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
そ
の
と
き
に
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
存

在
が
、「
山
越
阿
弥
陀
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
、「
西
方
浄
土
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ

う
に
、
ど
こ
か
向
こ
う
の
遠
く
の
、
こ
の
地
球

と
い
う
限
界
を
も
超
え
て
こ
ち
ら
に
や
っ
て
き

て
く
れ
る
、
や
っ
て
き
続
け
て
く
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
「
存
在
」
と
し
て
も
う
一
度
は
っ

き
り
と
認
識
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。
つ
ま
り
、「
名
号
」
で
は
な
く
、
阿
弥
陀

如
来
へ
の
「
信
」
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
如
来
の

「
存
在
」
を
皆
さ
ま
方
が
感
じ
取
り
、
そ
う
し

て
そ
の
「
存
在
」
を
与
え
返
す
べ
き
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
し
た
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

「
名
号
」
を
超
え
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
「
や
っ

て
く
る
存
在
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
感
じ
取
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

無
量
光
、
地
球
、
宇
宙
的
存
在
、
地
球
の
か

情報コーナー

な
た
、
地
球
と
い
う
地
平
線
の
か
な
た
か
ら
、

山・

越・

え・

し・

て・

訪
れ
て
く
る
存
在
、
そ
の
広
大
無

辺
な
慈
悲
の
光
。
先
ほ
ど
、
大
乗
佛
教
と
い
う

の
は
あ
る
種
の
オ
ペ
ラ
化
だ
っ
た
と
言
い
ま
し

た
。
今
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
、
ま
さ
に
ア
イ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
見
い
だ
し
た
よ
う
な
時
空
の

地
平
の
上
で
、
も
う
一
度
わ
れ
わ
れ
の
共
生
共

存
の
地
球
的
地
平
を
開
く
べ
き
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
と
き
に
、
阿
弥
陀
如
来
の
存

在
は
、「
光
の
存
在
」
で
す
。
そ
の
圧
倒
的
な

ス
ケ
ー
ル
感
と
い
い
、
そ
の
非
常
に
激
し
い
、

し
か
し
、
優
し
い
「
慈
悲
」
の
存
在
と
い
い
、

ま
さ
に
、
宇
宙
的
時
空
を
わ
れ
わ
れ
に
開
示
し

て
く
れ
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思

う
の
で
す
。

こ
の
広
大
な
宇
宙
の
中
で
人
間
は
今
、
改
め

て
自
ら
の
「
存
在
」
の
使
命
を
自
覚
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。「
声
」
と
し
て

の
、「
光
」
と
し
て
の
「
存
在
」、
そ
の
よ
う
な

も
の
を
今
、
阿
弥
陀
如
来
に
こ
そ
学
ば
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
総
合
研
究
所
　
教
団
総
合
研
究
室
）
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