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―
昨
今
、

宗
教
の
結
ん
だ
問
題
が
人
類
に
と
っ

て
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
今
回

は
宗
教
の
意
味
に
つ
い
て
お
伺
い
し
た
い
と
思
う

の
で
す
が
―
―

宗
教
と
い
う
の
は
英
語
の
あ
一一的
一〇
コ
と
い
う
言

葉
の
訳
だ
と
い
う
こ
と
は
ど
な
た
で
も
ご
承
知
で
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す
ね
。
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
の

【螢
的
３

か
ら
き
て

い
る
わ
け
で
す
が
、

宗
教
学
者
に
よ
る
と
語
源
を

詮
索
し
て
も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
そ
う
で
す
。

で

は
な
ぜ

【螢
崎
一〇
Ｄ

と
い
う
言
葉
を
宗
教
と
訳
し

た
か
と
言
い
ま
す
と
、

明
治
に
な
っ
て
喬
一【的
一ｏ
Ｄ

の
観
念
が
入
っ
て
き
た
と
き
、

何
か
漢
字
を
あ
て

！■

！！■

■

■
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一続
撤

紳

鱗

盤

蘇

す
革

軍
朝

一

な
き
ゃ
翻
訳
に
な
ら
な
い
と
い
う
ん
で
、

当
時
の

知
識
人
が
苦
労
し
て

「宗
教
」
と
い
う
字
を
あ
て

た
ん
で
す
。

そ
の
語
源
に
つ
き
ま
し
て
は
、

禅
の

書
物
に
出
て
く
る
ん
で
す
よ
。

明
治
１４
年
に
出
し

ま
し
た

『哲
学
字
彙
』
と
い
う
本
の
第
二
版
に
、

宗
教
と
い
う
の
は

『宗
鏡
録
』
と
い
う
本
に
出
て

く
る
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。

だ
か

ら
宗
教
と
い
う
の
は
こ
の

『宗
鏡
録
』
と
い
う
本

を
念
頭
に
お
い
た
訳
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
は

米
代
の
書
物
で
百
巻
あ
る
ん
で
す
が
、

そ
こ
に
出

て
い
る
説
明
に
よ
り
ま
す
と
ね
、

宗
教
と
い
う
の
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宗
教
に
つ
い
て

③
中
村
元
学
院
長
に
聞
く
⑥

中Ｚ
引
岡
コ
≪
ヨ岡
電

哲
学
者

・
仏
教
学
者
は
と
か
く
社
会
問
題
と
か
け
離
れ
た
存
在
と
見
ら
れ
て
い
る

風
潮
が
あ
る
の
で
、

時
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
、

毎
回
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
ま
す
。

は

「も
と
の
も
の
、

人
間
存
在
の
基
づ
く
も
の
」

な
ん
で
す
ね
。

つ
ま
り
、

人
間
は
ど
こ
か
ら
現
れ

出
て
ど
こ
に
消
え
て
行
く
の
か
、
こ
れ
は
わ
か
ら

な
い
わ
け
で
す
ね
。

そ
の
も
と
の
も
の
、

そ
れ
を
仮
に

「宗
」
と
呼

ん
で
い
る
ん
で
す
。

た
だ
し
、

そ
れ
は
不
可
説
、

つ
ま
り
言
葉
で
説
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

け
ど
な

ん
と
か
し
て
説
こ
う
と
す
る
と
言
葉
に
頼
る
こ
と

に
な
る
。

そ
こ
で
教
え
が
成
り
た
つ
わ
け
で
す
。

こ
の

「宗
」
の
語
源
で
す
が
、

屋
根
合

）
の
下

に
テ
ー
ブ
ル
が
あ
る
ん
で
す
ね
合
こ
。

そ
の
テ
ー

ブ
ル
の
上
に
犠
牲
の
獣
が
置
か
れ
る
合
こ
。

そ
こ

で
犠
牲
の
獣
の
血
が
流
れ
て
く
る
合
０
。
こ
う
い

う
語
源
な
ん
だ
そ
う
で
す
が
、

仏
教
に
取
り
入
れ

ら
れ
る
と
そ
う
い
う
連
想
は
な
く
な
り
、
「も
と
の

も
の
、

人
間
の
基
づ
く
も
の
」、
す
な
わ
ち
祖
先
を

意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。

そ
れ
か
ら
祖
霊
、

す
な

わ
ち
祖
先
の
霊
魂
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
の
で

す
。
『解
仰
ラ
ン
カ
ー
ヴ
ァ
タ
Ｉ
Ｚ
経
』
と
い
つ
お
経

に
よ
り
ま
す
と
、

こ
の

ど
否

は
、

究
極
の
ぎ
り

ぎ
り
の
教
え
と
い
う
意
味
で
す
。

そ
の
教
え
を
説

く
と

「教
」
に
な
る
。
も
と
の
も
の
は
言
葉
で
は

言
い
表
せ
な
い
。

け
れ
ど
な
ん
と
か
人
に
理
解
さ

せ
よ
う
と
す
る
。

そ
こ
で
、
も
と
の
も
の
は
月
み

た
い
な
も
ん
で
、

教
え
っ
て
い
う
の
は
月
を
さ
す

③

学院畏室で白板を使つてわかりやすく答えられる中村先生
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指
だ
っ
て
い
う
ん
で
す
。

そ
こ
に
は
仏
教
的
な
理

解
が
出
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

月
に
は
到
達
で
き

な
い
ん
だ
け
ど
、月

は
あ
っ
ち
に
あ
る
よ
、

あ
ん
な

も
の
だ
よ
、
と
あ
っ
ち
か
ら
も
こ
っ
ち
か
ら
も
指

さ
す
。
ン」
れ
を
現
代
の
場
面
に
移
し
ま
す
と
ね
、世

界
に
あ
る
い
ろ
ん
な
宗
教
っ
て
も
の
は
、
「そ
の
も

と
の
も
の
、

書
き
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
霊
妙
な

も
の
」
を
さ
し
示
し
て
説
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
う
理
解
し
ま
す
と
ね
、

別
に
宗
教
の
争
い
は
な

く
な
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
教
え
方
に
こ

だ
わ
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
違
う
わ
け
で
す
か
ら
、

果

て
は
ド
グ
マ
と
ド
グ
マ
の
争
い
が
起
き
る
。
ド
グ

マ
と
い
う
の
は
人
を
導
く
た
め
の
縁
、

手
だ
て
だ

と
思
え
ば
争
い
も
起
き
な
い
わ
け
で
し
ょ
う
。
こ

の
教
え
を
信
じ
な
き
ゃ
い
か
ん
と
い
う
か
ら
争
い

が
起
き
る
。

そ
こ
で
今
後
の
世
界
平
和
、

世
界
全

体
に
わ
た
る
諸
民
族
諸
宗
教
の

「和
」
を
具
現
す

る
た
め
に
は
、

そ
う
い
う
見
方
が
必
要
じ
ゃ
な
い

か
と
思
わ
れ
る
ん
で
す
。

お
互
い
に
相
互
理
解
を

持
て
ば
、

争
い
と
い
う
も
の
は
な
く
な
る
と
思
い

ま
す
が
ね
。

で
、

だ
ん
だ
ん
と
世
の
中
は
そ
っ
ち

へ
向
か
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

‐‐
ど
う
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
見
方
を
身
に
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
‐
―

教
え
と
い
う
も
の
の
相
対
的
意
義
を
理
解
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
ね
。　

一
つ
の
教

え
が
絶
対
だ
と
解
す
る
と
無
理
が
あ
る
わ
け
で
す

ね
。例

え
ば

一
つ
の
宗
教
が

一
つ
の
ド
グ
マ
を
立
て

た
と
し
ま
す
。

他
の
宗
教
の
信
者
に
は
受
け
入
れ

ら
れ
な
い
っ
て
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。

そ
の
場
合

に
、
「あ
の
人
々
は
歴
史
的
に
あ
あ
い
う
伝
統
が
あ

る
か
ら
こ
れ
を
受
け
伝
え
て
尊
ん
で
い
る
ん
だ
」

と
、

広
い
気
持
ち
で
、
「自
分
は
同
調
で
き
な
い
け

れ
ど
も
、

あ
の
人
々
は
あ
あ
い
う
気
持
ち
で
教
義

を
尊
ん
で
い
る
ん
だ
」
と
い
う
よ
う
な
広
い
態
度

で
理
解
す
れ
ば
、

自
ず
か
ら
争
い
と
い
う
も
の
は

な
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
為
に
は
個
々
の
教

義
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
仕
方
な
い
と
思
い
ま
す
。

絶
対
の
も
の
は

言
葉
を
こ
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
る
傾
向

は
、

東
洋
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
て
西
洋
に
だ
っ
て
あ

る
わ
け
で
す
ね
。

例
え
ば
、

西
洋
で
も
神
秘
主
義

者
の
間
に
は
、

絶
対
の
神
と
い
う
も
の
は
言
葉
で

は
言
い
表
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、

神
と
さ
え
も
言

い
表
せ
な
い
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す

ね
。
こ
う
い
う
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
人
は
争
わ

な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
ク
エ
ー
カ
ー
が
、

ま
た

イ
ス
ラ
ム
教
で
は
ス
ー
フ
イ
ー
が
、

こ
の
よ
う
な

教
義
に
と
ら
わ
れ
な
い
立
場
を
取
っ
て
い
ま
す
ね
。

―
―
教
義
に
と
ら
わ
れ
な
い
と
は
、

言
葉
に
と
ら

わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
―
―

そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

言
葉
と
い
う

も
の
は
結
局

「方
便
だ
、

手
だ
て
だ
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
ね
。

―
―
で
は
、

そ
の
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
も
の

を
仮
に
言
暑
未で
言
い
表
す
と
し
た
ら
―
―

こ
れ
は
で
す
ね
、

人
間
の
内
な
る
暖
か
な
心
と

言
い
ま
す
か
ね
、

こ
れ
も
ま
た
、

表
現
が
難
し
く

て
、

い
ろ
い
ろ
な
表
現
が
可
能
だ
と
思
う
ん
で
す

よ
。

愛
と
い
う
言
葉
で
百
い
表
す
人
も
い
ま
す
ね
。

慈
悲
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
す
人
も
い
ま
す
ね
。

暖
か
な
、

柔
軟
な
、

思
い
や
り
の
あ
る
心
。
こ
う

い
う
も
の
は
、

ど
の
宗
教
に
も
あ
る
ん
で
す
よ
。

そ
し
て
宗
教
を
尊
ぶ
べ
き
所
以
は
そ
こ
に
帰
着

す
る
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

―
―
ど
の
宗
教
に
も
共
通
し
て
暖
か
な
心
が
あ
る

こ
と
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、

お
互
い
の
方
便
や

手
だ
て
も
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
必
要
か
も
知
れ

ま
せ
ん
ね
―
―

暖
か
い
理
解
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
し

ょ
う
ね
。

―
―
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、

例
え
ば
ド
イ

ツ
で
は
、

笹
界
の
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
思
想
を
公
立

吉
回
校
で
教
え
る
そ
う
で
す
ね
。

そ
の
点
日
本
で
は

④



ン 宗教に

歴
史
的
な
れ旦
泉
し
か
教
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
す
が
―
―

そ
の
と
お
り
で
す
ね
。

あ
る
面
で
は
ド
イ
ツ
と

日
本
は
よ
く
似
て
い
る
ん
で
す
。

似
て
い
る
と
い

う
の
は
、

両
国
と
も
、

旧
来
の
大
国
に
反
抗
し
て

果
て
は
戦
争
ま
で
起
こ
し
ま
し
た
ね
。

そ
れ
か
ら
、

負
け
た
け
れ
ど
も
今
日
で
は
世
界
経
済
の
復
興
力

に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
な
の
に
在
り
方

が
非
常
に
違
う
。
ド
イ
ツ
人
は
自
分
達
の
精
神
的

伝
統
に
絶
大
な
る
自
信
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す

よ
。

自
分
達
の
哲
学
が
西
洋
哲
学
の
も
と
だ
と
い

う
。
と
こ
ろ
が
、

日
本
の
指
導
者
は
自
信
を
持
っ

て
い
な
い
。

だ
か
ら
こ
の
間
も
哲
学
の
あ
る
の
な

い
の
で
実
業
家
と
政
治
家
と
の
間
で
も
め
ま
し
た

ね
。

け
ど
、

そ
ん
な
こ
と
を
問
題
に
さ
れ
る
っ
て

こ
と
自
体
が
問
題
で
す
よ
ね
。
ド
イ
ツ
で
は
憲
法

で
、

学
校
で
も
宗
教
教
育
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
は
そ
う
じ
ゃ
な
く

て
、

宗
教
を
教
育
か
ら
除
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
以
前
国
家
神
道
が
国
家

主
義
に
発
展
し
た
と
い
う
歴
史
的
背
景
と
も
関
連

が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ド
イ
ツ
と
日
本
は

こ
の
よ
う
な
点
が
違
う
わ
け
で
す
ね
。

け
れ
ど
も
、

そ
の
結
果
で
す
ね
、
ド
イ
ツ
の
指
導
者
は
自
信
を

持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

日
本
の
指
導
者
は
自
信

を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
、

こ
の
違
い
は
出
て
き

た
わ
け
な
ん
で
す
ね
。

こ
こ
に
や
は
り
考
え
る
べ

き
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

―
―
で
は
、

こ
れ
ま
で
の
日
本
の
歴
史
の
中
に
、

私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
手
本
と
し
て
い
け
る
よ
う
な

思
想
家
、

宗
教
家
、

も
し
く
は
政
治
家
が
具
体
的

に
い
ら
し
た
の
で
し
ょ
う
か
―
―

そ
れ
は
い
た
と
思
い
ま
す
ね
。

た
だ
そ
れ
を
今

の
時
代
に
そ
の
ま
ま
持
ち
出
し
て
く
る
の
は
時
代

錯
誤
で
す
が
。

社
会
が
変
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

や
は
り
我
々
の
理
解
に
従
っ
て
で
す
ね
、

自
分

と
し
て
は
こ
う
進
む
べ
き
だ
、

こ
う
あ
る
べ
き
だ

と
い
う
こ
と
を
と
ら
え
て
、

銘
々
の
方
が
努
力
さ

れ
た
ら
い
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

そ
う
し
た
ら
自

ず
か
ら
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
で
し
ょ

テうノ。
ｌ
ｌ
ひ
と
り
ひ
と
り
が
自
分
な
り
の
努
力
で
理
解

し
よ
う
と
努
め
、

か
つ
お
互
い
を
も
理
解
し
よ
う

と
努
め
る
と
、

そ
こ
に
何
か
し
ら
共
通
の
も
の
が

見
え
て
く
る
の
で
す
ね

諸
宗
教
が
現
に
あ
る

考

えヽ
る
と
、

何
か
そ
の

る
。

そ
れ
を
め
ざ
せ
ば

は
我
々
の
理
解
力
で
は

か
も
し
れ
な
い
。

人
間

け
れ
ど
も
、

つ
き
つ
め
て

底
に
並
旦
遍
的
な
も
の
が
あ

い
い
わ
け
で
す
ね
。

そ
れ

充
分
に
と
ら
え
ら
れ
な
い

の
理
解
力
と
い
う
も
の
は

所
詮
限
ら
れ
た
も
の
で
す
か
ら
ね
。

こ
れ
は
仕
方

が
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。

た
だ
も
と
な
る
も
の
を

め
ざ
し
て
努
め
れ
ば
よ
い
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま

す
が
。

―
―
そ
う
す
れ
ば

「和
」
が
具
現
さ
れ
る
の
で
す

ね
。

先
生
は
先
程

「だ
ん
だ
ん
世
の
中
は
そ
っ
ち

へ
向
か
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
が
、

世
界
も
安
登
愛
峯
繋
が
日
本
で
も
開

か
れ
て
い
る
の
は
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
て
よ
ろ

し
い
の
で
し
ょ
う
か
―
―

そ
れ
は
歴
史
的
な
必
然
性
に
応
じ
て
出
て
き
た

と
思
い
ま
す
ね
。

た
だ
理
論
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ

て
い
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
。

だ
か
ら
さ
っ
き
私

が
言
っ
た
よ
う
な

「宗
」
と
「教
」
と
か
で
す
ね
、

そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
説
か
れ
る
方
が
あ
ま
り

お
ら
れ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

で
、

今
そ
れ

を
求
め
て
い
る
。

そ
れ
で
、

今
度
鎌
倉
の
鶴
岡
八

幡
宮
で
、

東
方
学
院
の
夏
期
宗
教
講
座
を
開
催
す

る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

先
生
は

「宗
教
の
意
義
」
と
い
う
題
で
お
話

し
く
だ
さ
る
の
で
し
た
ね
。

ぜ
ひ
多
く
の
方
々
に

参
加
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
お
忙

し
い
と
こ
ろ
を
、

貴
重
な
お
話
を
伺
わ
せ
て
頂
き

ま
し
て
本
当
に
あ
り
が
と
ュヽ

】ざ
い
ま
し
た
―
―

（聞
き
手
、

奥
田
洋
子
＝
受
講
生
）

⑤
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私
は
サ
ン
ス
ク
リ
ツ
ト
語
を
専
門
と
し

て
お
り
ま
す
ロ
シ
ア
人
の
学
者
で
す
。

そ

の
ロ
シ
ア
人
の
学
者
が
な
ぜ
日
本
に
来
た

か
と
不
思
議
に
思
わ
れ
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

中
に
は
イ
ン
ド
と
か
ス
リ
ラ

ン
カ
ヘ
行
っ
て
、

そ
ち
ら
の
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
の
専
門
家
に
協
力
を
求
め
た
ら
ど
う

か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

こ

れ
か
ら
、

な
ぜ
日
本
に
来
た
か
を
述
べ
た

い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
前
に
簡
単
に
ソ
連
に
お
け
る
仏
教

学
の
発
展
の
歴
史
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま

す
。
と
い
う
の
も
、

な
ぜ
私
が
日
本
に
来

る
か
の
大
義
が
こ
こ
に
あ
る
か
ら
で
す
。

仏
教
は
イ
ン
ド
に
始
ま
っ
た
の
で
す
が
、

西
洋
の
学
者
が
仏
教
に
遭
遇
し
た
の
は
十

九
世
紀
の
初
頭
の
頃
で
す
。

以
後
フ
ラ
ン

ス
・
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
の
諸
学
者
が
仏

教
の
研
究
を
は
じ
め
た
わ
け
で
す
。

当
時

は
、

パ
ー
リ
語
の
経
典
の
み
が
仏
教
の

宣
（髄
を
伝
え
て
い
る
経
典
で
あ
る
と
い
う

考
え
方
を
持
っ
て
お
り
ま
し
た
。

パ
ー
リ

語
の
経
典
と
い
う
の
は
古
い
も
の
で
編
集

さ
れ
た
の
が
だ
い
た
い
紀
元
前
三
世
紀
頃

だ
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
経
典
群

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
者
が
接
し
て
、

南
伝

仏
教
パ
ー
リ
至
上
主
義
が
大
成
し
ま
し
た
。

そ
の
代
表
的
存
在
が
パ
ー
リ
テ
キ
ス
ト

協
会
の
リ
ス
・
デ
ー
ビ
ス
先
生
で
す
。

彼

は
い
ろ
ん
な
テ
キ
ス
ト
を
編
纂
し
た
だ
け

で
な
く
、

そ
れ
を
出
版
す
る
た
め
の
パ
ー

リ
テ
キ
ス
ト
協
会
を
設
立
し
ま
し
た
。

彼
に
代
表
さ
れ
る
先
生
方
は

「お
釈
迦
様

の
真
説
が
、

パ
ー
リ
語
文
献
の
な
か
に

残
さ
れ
て
い
る
ん
だ
。

上
座
部
の
仏
教
の

み
が
仏
教
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
形
だ
」
と
考

え
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
先
生
方
は

「サ
ン
ス
ク
リ
ツ
ト
語
に
よ
る
経
典
は
、

仏
教
の
単
な
る
変
化
し
た
も
の
」
と
し
て

と
ら
え
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
以
上
に

誤
っ
た
仏
教
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
断
言

す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、

そ
の
後
大
一来
仏
教
の
研
究
も

盛
ん
に
な
り
ま
す
。

そ
の
き
っ
か
け
を
創

っ
た
の
が
、　

ロ
シ
ア
人
の
有
名
な
仏
教
学

者
ミ
ナ
エ
ル
教
授
、

オ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
教

授
、

シ
ュ
チ
ュ
ル
バ
ス
キ
ー
教
授
ら
で
す
。

彼
ら
は
パ
ー
リ
語
経
典
重
視
の
風
潮
の

中
で

「大
一来
仏
教
も
研
究
し
な
け
れ
ば
仏

教
は
解
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

立
場
で
、

新
し
い
仏
教
研
究
の
流
れ
を
創

り
ま
し
た
。
こ
の
先
生
方
は

『デ
ィ
ル
リ

オ
デ
ィ
カ
ル
・
ブ
デ
ィ
カ
』
と
い
う
仏
教

聖
典
シ
リ
ー
ズ
を
、

レ
エ
ン
グ
ラ
ー
ド
か

ら
出
版
し
ま
し
た
。
こ
の
作
業
に
は
、
ド

イ
ツ

・
フ
ラ
ン
ス
・
英
国
だ
け
で
な
く
日

本
の
荻
原
雲
来
教
授
も
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
出
版
目
的
は
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
の
聖
典
の
刊
行
だ
け
で
な
く
、

チ
ベ
ッ
ト
語

。
中
国
語
な
ど
の
翻
訳
な
ど

が
、

網
羅
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、

カ
シ
ミ
ー
ル
か
ら
出
上
し
た

も
の
以
外
、

イ
ン
ド
に
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
の
古
い
文
献
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い

な
い
と
い
う
不
幸
な
事
情
か
ら
、

そ
の
翻

訳
で
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
語
や
中
国
語
あ
る
い

は
、

モ
ン
ゴ
ル
・
ウ
イ
グ
ル
語
と
い
っ
た

翻
訳
も
の
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
と
い
う

現
実
に
よ
る
も
の
で
す
。

さ
て
、

こ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ツ
ト
語
の
原

典
を
探
す
の
に
当
た
っ
て
、　

一
番
有
効
で

あ
っ
た
の
が
ロ
シ
ア
、

フ
ラ
ン
ス
、

英
国
、

日
本
な
ど
が
派
遣
し
た
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン

探
検
隊
で
し
た
。

ロ
シ
ア
の
探
検
隊
を
指



揮
し
た
の
が
、

先
程
申
し
上
げ
た
オ
ル
デ

ン
ベ
ル
グ
教
授
で
す
。　

一九
〇
四
年
と

一

九

一
四
年
の
二
回
発
掘
調
査
を
し
て
お
り

ま
す
。
こ
の
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
教
授
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
は
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
に
あ
り

ま
す
。

こ
れ
ら
の
探
検
隊
の
成
果
が
な
ぜ
重
要

か
と
い
い
ま
す
と
、
こ
の
地
域
は
昔
イ
ン

ド
人
の
植
民
地
で
あ
り
、

仏
教
教
徒
で
あ

っ
た
イ
ン
ド
人
が
た
く
さ
ん
の
サ
ン
ス
ク
リ
ツ

ト
語
の
原
典
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し

て
そ
れ
が
、

乾
燥
し
た
こ
の
地
域
特
有
の

自
然
環
境
の
た
め
に
、

よ
く
残
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

そ
の
発
掘
品
の
中
に
、

今
回

私
が
日
本
に
来
る
こ
と
の
原
因
と
な
っ
た

断
片
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、

こ
れ
ら
の
断
片
は
当
然
の
こ
と

で
す
が
、

す
べ
て
ブ
ラ
フ
ミ
ー
文
字
で
書
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ブ
ラ
フ
ミ
ー
文
字
は
、

東
ア
ジ
ア
の
ほ
と
ん
ど
の
国
の
文
字
の
死

に
な
っ
た
も
の
で
す
。大

変
解
読
す
る
の
が

難
し
い
も
の
で
す
が
、

訳
す
こ
と
は
な
ん

と
か
で
き
る
の
で
す
。
し
か
し
、

そ
の
断
片

が
何
と
い
う
お
経
の
ど
の
部
分
か
、
と
い

う
こ
と
を
判
別
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し

い
の
で
す
。　

一
千
回
読
ん
で
も
解
ら
な
い

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

良
い
例
は
、

朝
日
新

聞
全
体
か
ら
小
さ
な

一
辺
を
切
り
取
り
、

そ
れ
が
何
年
何
月
何
日
の
ど
う
い
う
記
事

か
を
判
別
す
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
の

作
業
の
難
し
さ
を
ご
理
解
い
た
だ
け
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、

日
本
で
は
事
情
が
少
し
違

う
の
で
す
。
日
本
で
は
大
乗
仏
教
が
実
際

生
き
て
お
り
、

そ
れ
を
信
仰
し
て
い
る
と

い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、

中
村

先
生
は
大
乗
仏
典
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の

内
容
を
わ
き
ま
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、

私
が
断
片
を
お
見
せ
し
た
だ
け

で
、

如
何
な
る
経
典
の
ど
う
い
う
部
分
か

を
た
ち
ど
こ
ろ
に
理
解
さ
れ
る
。

少
な
く

と
も
、誰

に
そ
れ
を
見
せ
れ
ば
、

そ
の
経
典

の
内
容
や
経
典
名
が
解
る
可
能
性
が
高
い

か
を
即
座
に
ご
理
解
さ
れ
る
。

こ
れ
は
前
回

一
九
八
六
年
に
日
本
に
来

た
時
の
話
で
す
。

私
が
、

般
若
経
系
の

テ
キ
ス
ト
を
出
版
す
る
た
め
に
読
ん
で
い

た
断
片
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
経
典
の
翻

訳
は
す
ぐ
で
き
た
の
で
す
が
、

何
と
い
う

経
典
で
あ
る
の
か
が
解
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
京
都
の
大
学
の
松
田
さ
ん
と
い
う

若
い
方
に
そ
の
話
を
い
た
し
ま
し
た
。

す

る
と
彼
は
三
日
ほ
ど
し
て
、

そ
れ
が
『
マ
ハ

ー
・
ア
バ
タ
ナ
ー
シ
ー
』
の
一
節
で
は
な

い
か
と
、

そ
の
内
容
か
ら
推
測
し
て
く
れ

た
の
で
す
。
こ
こ
で
、

私
が
仮
に
日
本
の

有
名
な
詩
人
の
詩
を

一
、

一
一行
読
め
ば
、皆

さ
ん
そ
の
詩
が
だ
れ
の
作
品
で
あ
る
か
直

ぐ
に
お
わ
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

同
様
な
こ
と
が
、

大
一来
仏
教
が

生
き
て
い
る
日
本
の
仏
教
学
者
に
い
え
る

の
で
す
。
日
本
の
学
者
に
は
大
乗
仏
教
の

精
神
と
い
う
か
、

哲
学
が
備
わ
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

私
が
今
回
日
本
に

や
っ
て
来
た
目
的
は
、

あ
る
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
断
片
が
、

如
何
な
る
経
典
の
一
部
で

あ
る
か
を
見
付
け
る
た
め
、

日
本
の
学
者

の
協
力
を
得
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。

最
後
に
、

ロ
シ
ア
の
仏
教
事
情
を
紹
介

し
ま
し
よ
う
。

ソ
連
に
仏
教
が
は
い
っ
て
き
た
の
は
十

七
世
紀
、

チ
ベ
ッ
ト
経
由
で
し
た
。
ブ
リ

ア
テ
ィ
ア
は
、

バ
イ
カ
ル
湖
近
く
に
あ
る

の
で
す
が
、

今
日
で
も
こ
の
辺
り
に
は
、

五
万
人
の
信
者
と
百
人
程
の
ラ
マ
僧
が
住

ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、

モ
ン
ゴ
リ
ア
に
は

仏
教
徒
の
大
学
が
あ
り
、

教
授
が
派
遣
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は

仏
教
の
お
祭
り
が
あ
り
、

モ
ン
ゴ
ル
語
の

聖
典
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
ブ
リ
ア
テ
イ
ア
の

ラ
マ
僧
た
ち
は
、

チ
ベ
ッ
ト
語
を
解
し
ま

す
。　

一
九

一
四
年
に
シ
ブ
ラ
ツ
キ
教
授
は

レ
エ
ン
グ
ラ
ー
ド
に
仏
教
寺
院
を
建
て
ま

し
た
。長

年
閉
鎖
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、

今
で
は
お
寺
も
再
開
さ
れ
、

モ
ス
ク
ワ
に

も
仏
教
徒
の
組
織
が
で
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
仏
教
聖
典
を
ロ
シ
ア
語
に
翻
訳
す

る
作
業
も
進
行
中
で
す
。

そ
の
中
に
は
、

『法
句
経
』
な
ど
の
聖
典
の
み
な
ら
ず
、

龍
樹
や
世
親
な
ど
の
専
門
書
も
含
ま
れ
て

い
ま
す
。

さ
て
、

今
日
の
ソ
連
領
で
あ
る
中
央
ア

ジ
ア
に
は
、

ク
シ
ャ
ー
ン
朝
時
代
の
紀
元

二
世
紀
こ
ろ
仏
教
は
伝
わ
り
ま
し
た
。

そ

の
こ
と
は
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
と

な
る
の
で
す
。

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
主
に

二
十
七
世
紀
の
地
層
か
ら
仏
教
に
関
す
る

資
料
が
出
て
き
ま
す
。

中
に
は
、

ブ
ラ
フ

ミ
ー
文
字
の
他
に
ソ
フ
リ
ア
語
で
書
か
れ

た
も
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
方
に
仏
教

は
、

バ
ク
ト
リ
ア
経
由
で
入
っ
た
と
い
う

こ
と
が
中
国
の
資
料
か
ら
明
ら
か
に
な
り

ま
す
。（東

方
学
院
大
手
町
教
室
で
の
講
涙
の
抜
粋
で
す
）

②
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定
彦
先
生
　
●
法
華
経
の
世
界

こ
の
講
座
は
、

関
西
教
室
開
講
当
初

（昭
和
五
十

九
年
）
の
二
年
間
ほ
ど
、

唯

一
の
教
室
で
あ
っ
た
。

当
初
は
大
阪
曽
根
崎
の
円
頓
寺
で
開
か
れ
て
い
た
が

そ
の
後
苅
谷
先
生
の
ご
自
坊
で
あ
る
寝
屋
川
市
の
本

信
寺
に
移
さ
れ
、

今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
間
、

受
講
生
に
多
少
の
変
動
が
あ
っ
た
も
の
の
、

や
は
り

信
仰
の
書

『法
華
経
』
の
講
座
で
あ
り
、

ま
た
受
講

生
の
殆
ど
が

『法
華
経
』
に
魅
せ
ら
れ
た
人
達
で
も

あ
り
、

そ
の
受
講
姿
勢
は
真
面
目
そ
の
も
の
で
す
。

開
講
以
来
、

七
年
目
の
今
年
二
月
に
序
品
か
ら
神

力
品
に
至
る
第

一
回
目
の
講
義
が
完
結
し
、

そ
の
後
、

今
春
か
ら
第
二
回
目
が
始
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
講
座
は

『法
華
経
』
、

そ
れ
も
イ
ン
ド
に
生

ま
れ
た
初
期
大
乗
経
典
と
し
て
の

『法
華
経
』
に
視

点
を
置
き
、

そ
れ
を
羅
什
訳

『妙
法
蓮
華
経
』
と
対

比
、

照
合
、

時
に
は

″神
聖
侵
す
能
わ
ざ
る
名
妙
法

蓮
宰
経
』
に
対
し
て
、

鋭
い
批
判
を
混
え
る
ユ
ニ
ー

ク
で
興
味
深
い
も
の
で
す
。

殊
に
、

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

な
視
点
か
ら
の

『法
華
経
』
の
解
説
は
、

客
観
的
で

か
つ
実
証
的
で
説
得
力
に
富
み
、

受
講
生
に
新
し
い

目
を
開
か
せ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

猶
、

授
業
後
、

奥
様
か
ら
出
さ
れ
る
茶
菓
子
を
い

た
だ
き
な
が
ら
の
談
論
風
発
も
苅
谷
教
室
な
ら
で
は

の
も
の
で
す
。

（受
講
生

・
山
内
胤
博
）

③



西
村
　
公
朝
先
生

●
仏
像
彫
刻
実
技

西
山
多
寿
子
先
生

半
年
位
経
つ
と
古
い
誕
生
仏
を
手
本
に
木

彫
な
ど
も
始
ま
り
ま
す
。

こ
こ
で
印
象
的

な
の
は
、

決
し
て
頭
や
手
足
を
バ
ラ
バ
ラ

に
作

っ
て
寄
せ
集
め
る
の
で
は
な
く
、

難

し
い
こ
と
で
す
が
最
初
か
ら
人
体
を
全
体

と
し
て
把
握
す
る
よ
う
に
指
導
さ
れ
る
こ

と
で
す
。

も
う

一
つ
の
方
法
は
入
学
二
年
以
上
の

人
を
対
象
に
し
た
も
の
で
、　

三
一日
で
一言
え

ば
受
講
生
が
自
宅
や
教
室
で
作

っ
た
仏
像

を
持
ち
寄
っ
て
先
生
の
指
導
を
受
け
る
と

い
う
も
の
で
す
。

こ
の
指
導
の
中
で
我
々

は
生
涯
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
場
面
や
名

言
に
遭
遇
す
る
の
で
す
。

例
え
ば
右
足
を

一
歩
踏
み
出
し
た
十

一
面
観
音
の
胴
か
ら

腰
の
部
分
が
う
ま
く
彫
れ
ず
見
て
頂
い
た

時
、

先
生
が
撃
を
打
込
む
と

一
塞
毎
に
観

音
の
胴
や
腰
が
グ
イ
グ
イ
と
動
き
出
す
の

で
す
。　

一
瞬
全
身
か
ら
血
の
ひ
く
よ
う
な

感
動
に
襲
わ
れ
、

そ
の
場
面
は
今
で
も
生

き
生
き
と
眼
前
に
街
彿
と
す
る
の
で
す
。

ま
た
合
掌
す
る
少
女
の
作
品
を
直
し
な
が

ら

「胸
か
ら
上
は
十
六
、

七
才
だ
が
、

腰

か
ら
下
は
七
十
才
過
ぎ
だ
ね
。

人
の
体
は

そ
う
バ
ラ
バ
ラ
に
年
を
と
ら
ん
よ
」
と
か

「自
分
の
体
に
合
せ
て
彫

っ
て
は
仏
さ
ん

が
可
愛
想
だ
よ
」
な
ど
と
に
こ
に
こ
し
な

が
ら
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
す
。

大
変
重
要
な

教
え
が
寸
宅
の
気
取
り
も
な
く
い
と
も
簡

単
に
ポ
ン
ポ
ン
と
飛
び
出
す
の
で
す
。

ま
た
年

一
～
二
回
で
す
が
、

上
野
の
博

物
館
な
ど
で
古
い
仏
像
を
見
な
が
ら
の
課

外
授
業
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
日
本
彫

刻
の
時
代
的
特
徴
な
ど
の
講
議
に
加
え
て

個
々
の
仏
像
の

「身
の
上
話
」
な
ど
も
聞

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

熱
の
こ
も
っ
た
名

講
議
に
一
般
の
入
館
者
も

一
緒
に
な
っ
て

あ
っ
と
い
う
間
に
半
日
が
過
ぎ
て
し
ま
い

ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

先
生
の
温
か
い
お
人

柄
に
包
ま
れ
て
自
分
の
仏
様
を
彫
っ
て
い

る
、

そ
ん
な
教
室
で
す
。

そ
の
日
時
等
は

次
の
と
お
り
で
す
。

　

　

（渡
遅
了
恵
）

〇
四
、

八
月
を
除
く
毎
月
第
二
土
曜
日
、

午
後

一
時
か
ら
五
時
ま
で
。

ｏ
東
京
都
文
京
区
田
端

一
―
二
五
―

一

与
楽
寺
内
幼
稚
園
ホ
ー
ル
に
て

ｏ
連
絡
先
　
山石
部
隆
明
氏

（電
話
①
三
―
三
七
二
八
十
①
八
三
七

三
七
二
〇
十
六

十
七
四
）

「仏
像
彫
刻
の
実
技
」
と
い
う
厳
め
し

Ｔ
笠
削
か
ら
ど
ん
な
雰
囲
気
を
想
像
さ
れ

る
で
し
ょ
う
か
。　

一
受
講
生
の
眼
か
ら
み

仏
像
彫
刻
の
発
表

森

響

草
整

竪

　

４

■

た
教
室
の
様
子
を
、

若
干
の
独
断
を
お
許

し
頂
い
て
以
下
に
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

こ
の
教
室
で
は
仏
像
を
彫
る
実
技
の
指

導
は
勿
論
の
こ
と
で
す
が
、
も
っ
と
遡
っ

て

「仏
は
ど
こ
に
、

ど
ん
な
お
姿
で
お
い

で
な
の
？
」
と
い
う
よ
う
な
素
朴
な

（で

も
難
し
い
）
疑
問
ま
で
直
接
先
生
に
質
問

で
き
る
、

そ
ん
な
教
室
で
す
。

換
言
す
れ

ば
、

形
あ
る
仏
像
の
彫
刻
を
通
じ
て
、

我

々
の
心
の
中
に
も
仏
を
迎
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
と
い
う
よ
う
な
配
慮
が
授
業

の
全
体
を
覆

っ
て
い
る
よ
う
に
、

私
に
は

思
わ
れ
る
の
で
す
。

授
業
方
法
は
大
略
二
通
り
に
分
か
れ
、

そ
の

一
つ
は
入
学

一
年
目
の
方
を
対
象
と

し
た
も
の
で
す
。　

一
年
目
の
前
半
で
は
粘

上
の
固
ま
り
や
紙
面
に
書
い
た
橋
円
形
の

中
に
潜
む
仏
を
探
し
求
め
た
り
、

素
焼
き

の
仏
像
を
作

っ
た
り
し
な
が
ら
、

種
々
の

素
材
で
仏
を
造
形
す
る
こ
と
を
習
い
ま
す
。

③
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中
村
元
さ
ん
は
七
十
八
歳
を
超
え
て
、

な
お
か
く
し
ゃ
く
と
し
て
東
方
学
院
の
教

鞭
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
人
は
、

死
ぬ
ま
で
歳
を
取
ら
な
い
ら
し
い
。
も
し

日
本
中
の
老
人
が
、

中
村
さ
ん
に
見
な
ら

う
こ
と
が
出
来
れ
ば
、

高
齢
者
問
題
は
た

老
い
こ
そ
勉
強
の
と
き

山

下
　
武
　
利

（東
方
研
究
会
理
事
）

ち
ど
こ
ろ
に
、

我
が
国
か
ら
姿
を
消
す
だ

ろ
う
。

勿
論
、

病
気
で
床
を
離
れ
ら
れ
な

い
人
は
止
む
を
え
な
い
が
、

ま
だ
十
分
勉

強
で
き
る
体
力
が
あ
り
な
が
ら
、

毎
日
を

無
為
に
暮
ら
し
て
い
る
老
人
も
、

か
な
り

あ
り
そ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

「私
も
そ

の
一
人
で
は
な
い
か
」
と
気
づ
い
た
の
は
、

私
と
同
年
齢
の
中
村
さ
ん
の
、

人
を
驚
か

す
ば
か
り
の
活
躍
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
の

お
蔭
で
あ
る
。

そ
こ
で
私
は
、

意
を
決
し

て
こ
の
四
月
は
じ
め
か
ら
、

東
京
農
業
大

学
の
付
属
機
関
で
あ
る
成
入
学
校
に
入
学

し
た
。

成
入
学
校
は
、

年
齢
五
十
歳
以
上
の
希

望
者
に
、

一
年
間
、日讐

〓
の
て
ほ
ど
き
を
教

え
る
も
の
で
、

私
は
偶
然
バ
ス
の
な
か
の

広
告
で
知
っ
た
。

開
講
前
に
口
頭
試
間
が

あ
り
、

試
験
官
は
さ
す
が
に
私
の
年
齢
に

は
驚
い
た
よ
う
だ
っ
た
が
、

ま
ず
無
事
に

△
日
格
、

四
月
九
日
に
入
学
式
が
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
、

殆
ど
毎
日
、

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で
、

び
っ
し
り
講
義
が
あ
る
。

講
義
の
合
間
に
は
農
場
へ
で
て
、

草
刈
や

種
付
け
の
実
習
が
あ
る
。

私
と

一
緒
に
入

学
し
た
仲
間
は
、

約
百
名
で
婦
人
は
約
三

分
の
一
、

男
女
と
も
私
よ
り
年
長
の
人
は

見
当
ら
な
い
。

面
白
い
こ
と
に
、

こ
の
学
校
で
は
、

生

徒
は
必
ず
趣
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、

書
道
、

詩
吟
、

絵
画
、

華
道
、歌

道
、

茶
道
の
六
種
の
う
ち
ど
れ
か
一
種
を
選
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
は
絵
画
を
選
ん

だ
が
、

こ
れ
に
は
四
十
人
以
上
の
応
募
者

が
あ
っ
た
。

趣
味
の
時
間
に
は
、

毎
週
火

曜
日
の
午
後
が
当
て
ら
れ
る
。

な
お
土
曜

日
の
午
前
中
は
、
と
き
ど
き
社
会
問
題
の

議
義
が
あ
る
。

ま
だ
ニ
カ
月
ば
か
り
に
し
か
な
ら
な
い

が
、

例
え
ば
授
業
の
始
ま
り
と
終
り
に
は

生
徒
の
中
の
班
長
が
、

「起
立
」

「礼
」

の
ユ只
「
を
か
け
る
な
ど
、

こ
の
ご
ろ
の
世

間
の
学
校
よ
り
も
規
律
が
整
っ
て
い
て
、

気
持
ち
が
い
い
。

そ
も
そ
も
園
芸
と
い
う
も
の
に
全
く
知

識
の
な
か
っ
た
私
で
あ
る
が
、

学
校
へ
は

い
っ
た
お
陰
で
、

多
少
の
知
識
を
修
得
し

た
よ
う
だ
。
こ
と
に
人
類
の
は
じ
ま
る
数

千
万
年
前
の
昔
に
、

す
で
に
存
在
し
て
い

た
可
憐
な
草
花
の
驚
く
べ
き
精
巧
な
組
み

立
て
を
み
る
と
、

自
然
の
力
の
偉
大
さ
に

思
わ
ず
脱
帽
し
た
く
な
る
の
で
あ
る
。

※
　
山
下
様
は
、

中
慰
死
学
院
長
と
第

二
向

等
学
校
お
よ
び
東
京
大
学
の
同
級
生
で
、

大

蔵
省
局
長
、

戦
後
の
混
乱
期
ア
メ
リ
カ
公
使

と
し
て
活
躍
、

ア
ジ
ア
掘
削
働
会
長
を
さ
れ

ま
し
た
。
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仏
の
導
き

ス
レ
ン
ド
ラ
・
サ
キ
ャ（ネ

パ
ー
ル
）

釈
尊
の
生
ま
れ
た
国
、

ネ
パ
ー
ル

（ル

ン
ビ
ニ
）
で
育
っ
た
私
が
、
ど
う
し
て
中

村
元
先
生
の
も
と
で
、

今
こ
う
し
て
講

義
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

人
と
人
と
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
は
、
と
て

も
理
屈
で
は
い
え
な
い
仏
よ
り
の
導
き
で

あ
る
。

三
一曇
剛
の
こ
と
に
な
る
。

中
村
先
生
の

も
と
で
、

父
ヘ
ム
ラ
ズ
・サ
キ
ャ
が
仏
教
の

講
義
を
す
る
こ
と
に
な
り
、

通
訳
を
し
た

こ
と
が
私
の
人
生
を
大
き
く
変
え
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
が
大
好
き
な
私
に
、

日
本
の
文
化

・
風
俗

・
習
慣
の
な
か
で
仏
教
を
学
ぶ
場

を
、

中
村
先
生
は
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

「生
き
る
こ
と
と
仏
教
」
に
つ
い
て
、

先

生
は
ご
自
信
の
生
き
方
を
と
お
し
て
私
に

投
げ
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
る
。

中
村
先
生
は
、

日
本
国
内
だ
け
で
な
く

世
界
的
に
も
有
名
な
学
者
で
、

私
の
国
で

も
国
立
大
学
院
で
講
義
を
さ
れ
た
り
、

マ

ヘ
ン
ド
ラ
国
王
よ
リ
ゴ
ル
カ
ダ
チ
ン
バ
フ

賞
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。

私
に
と
っ
て
中

村
先
生
は
、

釈
専
の
次
に
尊
敬
す
る
存
在

に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

竹
の
よ
う
に

し
ば
ぎ
き
　
ま
ほ

数
年
前
の
夏
、

鎌
倉
の
報
国
寺
を
訪
れ

ま
し
た
。

こ
の
寺
は
、

禅
宗
の
寺
で
あ
り
、

竹
の

寺
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

山
問
を
入
っ
て
し
ば
ら
く
行
く
と
、

右

手
に
自
い
砂
利
で
波
紋
を
描
い
た
石
庭
と

本
堂
が
見
え
ま
す
。

本
堂
の
一異
手
に
は
、　

一
面
に
孟
宗
竹
の

林
の
明
る
い
薄
緑
の
世
界
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。

そ
の
中

へ
と
導
く
石
畳
が
、　

王
企
日
く

浮
き
上
が
っ
て
い
た
の
は
、

と
て
も
印
象

的
で
し
た
。

竹
林
に
一
歩
足
を
踏
み
入
れ
る
と
、

今

ま
で
聞
こ
え
て
い
た
騒
音
は
消
え
、

閑
寂

な
中
に
竹
が
青
々
と
、

生
き
生
き
と
茂

っ

て
い
ま
し
た
。

思
わ
ず
触
れ
て
み
た
く
な
っ
て
、

日
の

前
の
竹
に
手
を
伸
ば
す
と
、

ひ
ん
や
り
と

し
た
感
触
の
後
す
ぐ
に
、

息
づ
く
よ
う
な

温
も
り
を
感
じ
ま
し
た
。

そ
こ
で
手
元
か

ら
視
線
を
上
げ
て
い
く
と
、

竹
の
葉
の
合

い
間
か
ら
真

っ
青
な
夏
の
空
が
覗
い
て
い

ま
し
た
。

空
に
向
か
っ
て
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
る
す

が
す
が
し
い
竹
の
姿
に
、

心
打
た
れ
、

し

ば
ら
く
行
ん
で
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。

こ
の
寺
は
以
前
に
も

一
、

三
度
訪
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
と
き
ほ
ど
竹

の
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。『大

言
海
』
に
よ
れ
ば
竹
は
、

「長
ケ

生
フ
ル
義
、

成
長
ノ
早
キ
ニ
ツ
キ
テ
名
ア

ル
カ
。

叉
高
生
ノ
約
卜
云
フ
」
と
あ
り
ま

す
。こ

の
日
以
来
、

私
は
竹
の
よ
う
に
あ
り

た
い
と
強
く
心
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。

こ
の
感
動
は
、

五
年
前
に
東
方
学
院
に

通
い
始
め
た
時
に
受
け
た
も
の
と
同
様
の

も
の
で
し
た
。

そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
の

は
、ヂ

」く
最
近
の
こ
と
な
の
で
す
が
…
…
。

五
年
前
。

そ
れ
は
学
生
生
活
に
も
慣
れ

た
大
学
二
年
の
春
。

自
ら
の
将
来
に
つ
い

て
模
索
し
て
い
た
こ
ろ
で
し
た
。

そ
ん
な

折
も
折
、

東
方
学
院
の
受
話
の
手
引
を
手

に
し
て
、

そ
の
は
じ
め
に

「真
に
学
を
究

め
、

道
を
求
め
た
い
人
々
の
学
院
で
す
。

学
歴

・
年
齢

・
職
業

・
国
籍

・
性
別
な
ど

に
促
わ
れ
ま
せ
ん
…
…
」
と
あ
る
の
に
深

い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

実
際
に
東
方
学
院
の
講
義
を
受
け
始
め

る
と
、

年
齢
層
の
厚
さ
に
驚
き
、

さ
ら
に

こ
こ
に
集
う
人
々
が
、

皆
生
き
生
き
と
し

て
い
る
の
が
と
て
も
ま
ぶ
し
く
感
じ
ら
れ

ま
し
た
。

何
か
を
求
め
る
心
を
持

っ
て
集
う
人
々

は
、

す
が
す
が
し
く
輝
い
て
見
え
ま
す
。

こ
ち
ら
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
、

私
も

み
な
さ
ん
の
よ
う
に
あ
り
た
い
と
切
に
思

う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
気
持
ち
を
維
持
し
続
け
る
た
め
に

は
、

自
分
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、

何

を
求
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
か
、

と
こ

と
ん
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

①



目
標
を
定
め
る
ま
で
に
は
、

ず
い
ぶ
ん

時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。

何
よ
り
も
、
「好

き
な
こ
と
」
で
あ
る
の
を
優
先
す
る
こ
と

に
し
て
よ
う
や
く
、

そ
の
結
論
を
出
す
に

到
り
ま
し
た
。

そ
れ
は

「イ
ン
ド
文
学
」

で
し
た
。

こ
の
春
、

や
っ
と
大
学
院
進
学
の
思
い

を
果
た
し
、

歩
み
始
め
る
こ
と
が
で
き
た

の
も
、

諸
先
生
、

諸
先
輩
、

東
方
学
院
の

様
々
な
方
々
か
ら
た
く
さ
ん
の
ご
指
導
や

ご
助
言
を
、

絶
え
間
な
く
い
た
だ
け
た
お

か
げ
で
す
。

東
方
学
院
で
育
ま
れ
た
思
い
を
こ
れ
か

ら
も
ず

っ
と
大
切
に
し
て
、

ま
っ
す
ぐ
に
、

あ
の
竹
の
よ
う
に
生
き
て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
集
う
人
々
と
、

報
国
寺
で
み
た

生
き
生
き
と
し
た
竹
林
の
光
景
は
、

い
つ

も
私
の
心
の
中
で
光
り
輝
き
、

重
な
り
あ

っ
て
い
る
の
で
す
。

口
昌研

究
成
果

・
紀
行
文

・
随
想

・
ヂ
」意
見

な
ど

一
二
〇
〇
字
以
内
で
お
寄
せ
く
だ
さ

い
。

■
東
方
学
院
行
事
報
告

◎
夏
期
宗
教
講
座

本
年
八
月
十
六
・
十
七
日
の
両
日
、

鎌

倉
の
鶴
ケ
岡
八
幡
宮
に
お
い
て
、

「第

一

回
鎌
倉
、

東
方
学
院
夏
期
宗
教
護
腔
」
を
、

鶴
ケ
岡
八
幡
宮
共
催

・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
後
援

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

一
日
目
は
、中

村
学
院
長
は
じ
め
、鶴

ケ

岡
八
幡
宮
宮
司
白
井
永
二
先
生
、

当
学
院

講
師
下
田
弘
先
生
の
講
演
が
あ
り
ま
し
た
。

二
日
目
は
、

当
学
院
講
師
三
友
量
順

・

阿
部
慈
園
の
両
先
生
が
、

熱
意
あ
ふ
れ
る

講
演
を
さ
れ
ま
し
た
。

本
講
座
が
、

神
道
と
仏
教
の
共
同
作
業

と
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
、

明
治
初
年
の

廃
仏
毀
釈
以
来
の
歴
史
に
残
る
事
業
と
し

て
、

読
売
新
聞
や
神
奈
川
新
聞
で
大
き
く

紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

◎
東
方
学
術
賞

十

一
月
十
八
日
、

イ
ン
ド
大
使
館
と
東

方
研
究
会
と
の
共
催
で
「東
方
学
術
賞
」
の

顕
彰
式
を
行
い
ま
し
た
。本

年
の
受
賞
者
は

Ｒ
ｏＣ
・パ
ン
デ
ー
ヤ
一殿
（デ
リ
ー
大
学
）

勝
呂
信
静
殿
（立
正
大
学
教
授
）

日
野
紹
運
殿
（岐
阜
薬
科
大
学
助
教
授
）

田
中
敬
一
殿
公
一宝
船
舶
働
社
長
）

の
方
々
で
し
た
。

■
新
刊
紹
介

中
村
学
院
長
著
作

ｏ
『ブ
ッ
ダ
入
門
ス
￥
モ
８
春
秋
社
）

ｏ
『仏
弟
子
の
生
涯
只
￥
奎
８
春
秋
社
）

『ブ
ッ
グ
入
門
』
は
一般
の
方
々
に
も
、

釈
尊

（ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
）
の
生
涯
な

ら
び
に
思
想
を
、

中
村
先
生
な
ら
で
は
の

わ
か
り
や
す
さ
と
級
密
さ
で
解
説
し
て
あ

り
ま
す
。
ま
さ
に

「ブ
ッ
ダ
入
門
」
の
至

一向
の
一
冊
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

『仏
弟
子
の
生
涯
』
は
、

中
村
先
生
の

ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
で
あ
る

『中
村
元
選
集
』

の
第
十
二
巻

（第
八
回
配
本
）
分
で
す
。

非
常
に
高
度
な
中
村
仏
教
学
の
精
華
の
一

つ
で
す
が
、　

一
般
の
方
々
に
も
お
読
み
頂

け
ま
す
。

中
村
学
院
長
対
談

ｏ
『釈
尊
の
心
を
語
る
』
（中
村
元
対
談
集

ｍ
ｌ
）

ｏ
『東
西
の
思
想
を
語
る
』
（同
胤
２
）

ｏ
『社
会
と
学
問
を
語
る
』
（同
軸
３
）

ｏ
『日
本
文
化
を
語
る
』
（同
血
４
）

各

一
七
①
Ｏ
円
、

東
京
書
籍
か
ら
出
版

さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で

一
流

と
い
わ
れ
る
方
々
と
の
対
談
は
、

中
村
先

生
な
ら
で
は
の
蘊
蓄
あ
る
お
話
が
、

随
所

に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

ぜ
ひ
ご

一
読
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

口
賛
助
会
員

・
寄
付
者
ご
芳
名

（前
号
未
掲
載
分
、

五
月
ま
で
）

石
井
　
義
長
殿
舎
杢
泉
）
・
大
石
　
徹
元
殿
舎
杢
母

金
田
　
静
江
殿
舎
杢
示
）
・
木
下
　
ミヽ
ネ
殿
舎
昼
母

樽
林
　
津
龍
殿
舎
杢
昼

・
小
泉
　
を本
之
殿
（福
井
）

斎
藤
　
宏
子
殿
舎
杢
母

・
桜
井
　
瑞
彦
殿
（石
川
）

塩
入
　
芳
枝
殿
（東
京
）
・
常
磐
井
慈
裕
殿
舎
一重
）

土
公
　
武
尚
殿
（埼
玉
）
・
福
島
洋
子
殿
（神
奈
川
）

藤
岡
　
美
恵
殿
（東
京
）
・
保
坂
　
俊
司
殿
舎
杢
示
）

三
宅
　
雅
美
殿
舎
杢
承
）
・
山
本
　
文
深
殿
魯
昼
承
）

吉
村
　
一向
夫
殿
（東
京
）
・
速
水
印
刷
所
殿
（滋
賀
）

※
東
方
研
究
会

，
東
方
学
院
の
諸
活
動
（本

誌
の
発
行
も
）
は
、賛

助
会
費
に
よ
っ
て
運

営
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
ご
寄
付

（懇

士０
も
お
受
け
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

◇
賛
助
会
費

年
額

一
口
　
一
万
円
　
回
数
随
意

郵
便
振
替
　
東
京
ニ
ー

一
〇
五
五

一
五

加
入
者
名

・
財
団
法
人
東
方
研
究
会

⑫


