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一

　
　
　
　
苦
を
め
ぐ
る
教
相

は
じ
め
に

　

釈
尊
が
成
道
後
、
五
比
丘
を
前
に
し
た
初
転
法
輪
は
『
相
応
部
経
典
』
諦
相
応
の

転
法
輪
品
や
『
ヴ
ィ
ナ
ヤ
』
大
品
な
ど
に
よ
れ
ば
、
四
諦
と
八
正
道
で
あ
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
仏
教
は
生
住
異
滅
を
た
ど
る
有
為
の
身
の
始
終
に
不
可
避
的
に
随

伴
す
る
苦
を
見
す
え
、
苦
か
ら
の
出
離
を
所
求
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
の
尊
厳
と
出

世
の
意
義
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
四
諦
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
そ
の
所
求
成
就
の

骨
組
み
は
『
雑
阿
含
経
』
巻
第
十
五
所
収
の
第
三
八
九
経
や
『
醫
喩
経
』
で
は
、
苦

を
抑
止
（nirodha

）
す
る
医
療
の
業
と
の
類
比
で
説
か
れ
て
い
る

）
（
（

。

　
『
相
応
部
経
典
』
諦
相
応
の
シ
ン
サ
パ
ー
樹
林
品
（『
雑
阿
含
経
』
巻
第
十
五
、
第

四
〇
四
経
）
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
は
比
丘
た
ち
へ
の
説
法
に
際
し
て
樹
林
の
木
葉
の
数

と
掌
中
の
木
葉
の
数
の
比
較
を
持
ち
出
し
、
我
が
自
内
証
の
内
、
説
か
ざ
る
所
は
多

く
説
く
所
は
少
な
し
と
語
り
、
義
利
（attha

）
に
相
応
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
苦
か

ら
の
出
離
に
資
す
る
こ
と
を
説
く
の
だ
と
前
置
き
し
て
い
る
。
法
救
の
『
雑
阿
毘
曇

心
論
』
巻
第
一
は
「
申
恕
林
契
経
」
の
名
で
こ
れ
を
引
用
し
、
仏
は
所
知
の
法
を
全

て
説
く
の
か
と
い
う
問
い
を
設
け
、
如
来
の
所
知
は
深
広
無
量
で
あ
る
が
、
所
化
を

饒
益
し
梵
行
に
随
順
す
る
も
の
を
顕
現
し
開
示
す
る
の
だ
と
答
え
て
い
る

）
（
（

。
ま
た

『
大
智
度
論
』
巻
第
二
は
、
婆
伽
婆
（bhagavat

）
の
一
切
智
者
性
を
論
ず
る
中
で
、

仏
陀
が
一
切
智
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
所
説
の
中
に
薬
方
・
星
宿
・
算
経
・
世
典

な
ど
が
説
か
れ
な
い
の
は
何
故
な
の
か
と
の
疑
義
を
あ
げ
、「
一
切
法
を
知
る
と
雖

も
、
用
あ
る
が
故
に
説
き
、
不
用
な
る
が
故
に
説
か
ず
」
と
答
え
て
い
る

）
（
（

。
同
じ
く

『
大
智
度
論
』
巻
第
二
十
七
で
は
、
仏
の
心
中
の
功
徳
法
は
皆
な
大
で
あ
る
の
に
何

故
に
慈
悲
の
み
を
大
慈
悲
と
い
う
の
か
と
い
う
問
い
を
設
け
て
い
る
。
そ
の
答
え
は
、

「
慈
悲
は
是
れ
佛
道
の
根
本
な
り
。
所
以
は
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
菩
薩
は
衆
生
が
老

病
死
の
苦
、
身
苦
、
心
苦
、
今
世
後
世
の
苦
等
の
諸
苦
に
悩
む
と
こ
ろ
を
見
て
大
慈

悲
を
生
じ
、
是
の
如
き
の
苦
を
救
う
て
、
然
る
後
に
発
心
し
て
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩

提
を
求
む
。
亦
大
慈
悲
力
を
以
て
の
故
に
無
量
阿
僧
祇
世
の
生
死
の
中
に
於
い
て
心

厭
没
せ
ず
、
大
慈
悲
力
を
以
て
の
故
に
久
し
く
涅
槃
を
得
べ
く
し
て
、
し
か
も
證
を

取
ら
ず
」
と
示
さ
れ
て
い
る

）
（
（

。
こ
れ
ら
の
所
説
を
踏
ま
え
れ
ば
、
多
岐
に
わ
た
る
仏

道
の
基
が
苦
者
と
向
き
合
う
対
機
の
姿
勢
と
、
そ
れ
を
持
続
さ
せ
る
抜
苦
為
業
の
悲

を
本
性
と
す
る
（karun

4ā-ātm
aka

）
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で

は
苦
を
め
ぐ
る
教
相
の
中
か
ら
特
色
的
な
も
の
を
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。

一
、
苦
者
は
不
放
逸
を
促
す
天
使

　

仏
教
が
眼
前
の
苦
者
の
苦
痛
や
苦
悩
を
感
受
し
、
そ
れ
を
自
己
省
察
の
縁
と
し
て

　
苦
を
め
ぐ
る
教
相　
　

　
�

藤　

堂　

俊　

英　



二

　
　
　
　
佛

　
教

　
文

　
化

　
研

　
究

受
け
止
め
、
不
放
逸
に
つ
め
る
べ
し
と
教
誡
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
経
典
に
初
期

仏
典
『
天
使
経
』
が
あ
る
。
こ
の
経
典
に
関
す
る
も
の
と
し
て
次
の
（0
本
が
あ
る
。

そ
の
う
ち
A
本
か
ら
F
本
ま
で
は
苦
者
を
五
天
使
（
生
苦
・
老
苦
・
病
苦
・
死
苦
・

刑
罰
苦
）
と
し
て
説
き
、
G
本
か
ら
Ｊ
本
ま
で
は
三
天
使
（
老
苦
・
病
苦
・
死
苦
）

と
し
て
説
い
て
い
る
。
ま
た
C
・
D
・
E
本
を
除
く
７
本
に
は
最
後
に
偈
が
置
か
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
A
・
B
・
G
・
H
本
と
I
・
J
本
と
F
本
の
三
つ
の
型
が
あ

る
）
（
（

。A
．D

eva-dūta-sutta

（M
N

. N
o.（（0

）

B
．『
中
阿
含
経
』
巻
第
六
十
四
、
王
相
應
品
、「
天
使
経
」
東
晋
、
僧
伽
提
婆
訳

C
．『
増
壹
阿
含
経
』
巻
第
二
十
四
、
善
聚
品
、「
天
使
経
」
東
晋
、
僧
伽
提
婆
訳

D
．『
鐵
城
泥
犁
経
』　

東
晋
、
竺
曇
無
蘭
訳 　

E
．『
閻
羅
王
五
天
使
経
』　

宋
、
慧
簡
訳

F
．『
立
世
阿
毘
曇
論
』
巻
第
八
、
地
獄
品
（
閻
羅
地
獄
）
陳
、
真
諦
訳

G
．A

N
. （.（. D

eva-dūta-vagga. （（

H
．『
長
阿
含
経
』
巻
第
十
九
、
世
紀
経
（
地
獄
品
）　

後
秦
、
佛
陀
耶
舎
・
竺
佛

念
訳

I
．『
起
世
経
』
巻
第
四
（
地
獄
品
）　

隋
、
闍
那
崛
多
等
訳

J
．『
起
世
因
本
経
』
巻
第
四
（
地
獄
品
下
）　

隋
、
達
磨
笈
多
訳

　
『
デ
ィ
ー
パ
・
ヴ
ァ
ン
サ
（
島
史
）』
に
よ
れ
ば
、
ア
ソ
ー
カ
園
の
長
老
マ
ヒ
ン
ダ

は
世
尊
の
懸
記
通
り
、
ラ
ン
カ
ー
・
デ
ィ
ー
パ
に
仏
法
を
伝
え
（
第
十
二
章
）、
多

く
の
人
々
の
大
苦
を
済
度
し
利
益
し
た
と
い
う
。
ま
た
『
天
使
経
』
を
説
い
て
は
多

く
の
人
を
教
化
し
た
と
い
う
（
第
十
三
章
）。『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ン
サ
（
大
史
）』
に
よ

れ
ば
、
マ
ヒ
サ
マ
ン
ダ
ラ
国
に
派
遣
さ
れ
た
マ
ハ
ー
デ
ー
ヴ
ァ
長
老
は
『
天
使
経
』

を
説
い
て
多
く
の
人
を
出
家
に
導
き
（
第
十
二
章
）、
マ
ヒ
ン
ダ
長
老
も
『
天
使
経
』

を
説
い
て
多
く
の
人
々
を
教
化
し
た
と
い
う
（
第
十
四
章
）。
こ
れ
と
同
じ
伝
承
が

『
サ
マ
ン
タ
・
パ
ー
サ
ー
デ
ィ
カ
ー
』
と
僧
伽
跋
陀
羅
訳
『
善
見
律
毘
婆
沙
』
巻
第

一
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
ス
リ
ラ
カ
ン
カ
へ
の
仏
教
伝
来
の
伝
承
と
後
に
触
れ
る
根

本
説
一
切
有
部
律
の
事
例
を
み
る
と
、
こ
の
経
典
が
仏
法
弘
通
の
上
で
大
き
な
影
響

力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

）
（
（

。

　

こ
の
経
の
所
説
の
概
要
を
Ａ
本
を
中
心
に
し
て
見
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
世
尊

は
天
眼
で
身
口
意
に
善
行
（sucarita

）
を
具
足
し
、
聖
者
（ariya

）
た
ち
を
誹
謗

す
る
こ
と
な
く
、
正
見
の
業
（sam

m
āditt4

4hi-kam
m

a

）
を
受
持
す
る
者
が
、
命

終
の
後
、
善
趣
・
天
界
あ
る
い
は
人
中
に
生
ま
れ
る
の
を
見
る
。
一
方
、
放
逸

（pam
āda

）
の
た
め
に
身
口
意
に
悪
行
（ducarita

）
を
具
足
し
、
聖
者
た
ち
を
誹

謗
し
、
邪
見
の
業
を
具
足
す
る
者
は
命
終
の
後
、
餓
鬼
界
や
畜
生
界
、
あ
る
い
は
苦

処
・
悪
道
・
堕
落
処
・
地
獄
に
生
ま
れ
る
の
を
見
る
。
そ
の
後
者
に
当
た
る
、
父
母

や
沙
門
、
婆
羅
門
、
ま
た
家
長
を
敬
愛
し
な
い
者
は
命
終
後
に
獄
卒
に
引
か
れ
ヤ
マ

（
閻
魔
）
王
の
前
に
立
た
さ
れ
る
。
王
は
不
放
逸
を
促
す
生
苦
・
老
苦
・
病
苦
・
死

苦
・
刑
罰
苦
を
背
負
っ
て
い
る
者
を
天
使
に
見
立
て
（
上
記
の
テ
キ
ス
ト
の
う
ち
C

本
は
「
天
使
」
と
い
う
表
現
を
使
用
し
な
い
）、
生
前
に
人
界
で
天
使
を
見
な
か
っ

た
か
を
そ
の
者
に
問
う
。
放
逸
者
の
「
見
ず
」
と
い
う
返
答
に
対
し
て
、
王
は
天
使

の
意
味
を
教
え
、
知
識
（viññū

）
が
あ
り
憶
念
（sati

）
が
あ
る
老
練
の
者

（m
ahallaka

）
が
五
天
使
に
出
会
い
な
が
ら
、
わ
が
身
も
そ
う
し
た
苦
の
存
在
で

あ
り
、
そ
の
苦
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
（anatīta

）
存
在
で
あ
る
と
思
い
、

な
ぜ
身
・
口
・
意
の
善
行
に
つ
と
め
な
か
っ
た
の
か
と
詰
問
し
、
そ
の
所
作
が
放
逸

で
あ
り
悪
業
で
あ
り
、
そ
の
果
報
（vipāka

）
を
受
け
る
べ
き
だ
と
告
げ
る
。
そ
の



三

　
　
　
　
苦
を
め
ぐ
る
教
相

後
、
獄
卒
が
放
逸
の
者
に
五
種
の
縛
（bandhana

）
で
あ
る
懲
罰
（kāran

4a

）
を

科
し
、
そ
の
内
実
が
凄
惨
な
地
獄
の
様
相
で
語
ら
れ
る
。

　

そ
の
天
使
た
ち
に
関
す
る
記
述
を
Ａ
本
を
中
心
に
各
（0
本
の
表
現
を
出
来
る
だ
け

反
映
し
な
が
ら
、
あ
ら
ま
し
整
理
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
第
一
の
天
使
（
生
苦
）
―
自
ら
の
糞
尿
に
ま
み
れ
、
た
だ
仰
向
け
に
寝
て
い
る

し
か
な
い
幼
児
。
そ
れ
を
見
て
、「
我
も
出
生
と
い
う
性
質
（jāti-dham

m
a

）

を
も
っ
た
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
」
と
識
り
憶

念
し
て
、
身
口
意
の
善
を
な
す
べ
き
こ
と
〔
A
本
〕。
身
弱
く
仰
向
け
に
な
り
、

自
ら
の
大
小
便
中
に
臥
し
、
父
母
に
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
者
。
父
母
が
不
浄
処

を
離
れ
し
め
、
身
を
澡
浴
し
て
浄
潔
な
ら
し
め
る
者
。
そ
れ
を
見
て
、「
我
れ
自

ら
生
法
有
り
て
、
生
法
を
離
れ
ず
」
の
念
を
作
し
て
、
妙
身
口
意
業
を
行
ず
べ
き

こ
と
〔
B
本
〕。
人
身
を
得
て
母
胎
に
宿
っ
た
時
に
は
困
厄
と
苦
痛
に
遭
い
、
長

大
し
て
は
乳
哺
で
養
わ
れ
、
身
体
を
沐
浴
し
て
も
ら
う
者
。
そ
の
様
相
が
自
ら
知

る
べ
き
「
生
法
の
要
行
」
で
あ
る
こ
と
〔
C
本
〕。
父
母
に
養
育
さ
れ
、
推
燥
居

湿
や
乳
哺
の
世
話
を
受
け
て
長
大
し
た
者
。
そ
の
父
母
に
孝
行
し
な
い
の
は
愚
癡

憍
慢
で
あ
る
こ
と
〔
D
本
〕。
嬰
児
の
時
、
た
だ
臥
し
て
自
ら
を
護
る
こ
と
が
で

き
ず
、
言
語
を
知
ら
ず
、
事
の
好
悪
を
し
ら
な
い
者
。
そ
れ
を
見
て
、
善
を
な
し

て
身
口
意
を
端
正
に
す
べ
き
こ
と
〔
E
本
〕。
嬰
孩
の
時
、
仰
眠
し
て
自
ら
避
湿

就
燥
で
き
な
い
者
。
我
は
生
を
受
け
て
「
未
だ
生
法
を
度
せ
ざ
れ
ば
」、
身
口
意

に
善
を
修
し
正
道
に
お
い
て
利
益
・
歓
楽
を
得
べ
き
こ
と
〔
F
本
〕。

②
第
二
の
天
使
（
老
苦
）
―
老
い
て
身
が
垂
木
の
よ
う
に
曲
が
り
、
杖
に
頼
り
、

震
え
な
が
ら
歩
き
、
病
身
と
な
り
、
壮
年
を
過
ぎ
、
歯
が
欠
け
、
白
髪
が
抜
け
、

禿
頭
で
、
皺
が
あ
り
、
し
み
が
あ
る
身
体
と
な
っ
た
者
。
そ
れ
を
見
て
、「
我
れ

も
老
い
と
い
う
性
質
（jarā-dham

m
a

）
を
も
っ
た
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
越
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
」
と
識
り
憶
念
し
て
、
身
口
意
の
善
を
な
す
べ
き
こ

と
〔
A
・
G
本
〕。
老
齢
と
な
り
壮
年
を
は
る
か
に
過
ぎ
て
、
苦
が
極
ま
る
終
末

の
時
が
迫
り
、
歯
が
落
ち
、
白
髪
と
な
り
、
身
体
が
曲
が
り
、
杖
を
支
え
に
し
て

歩
き
、
身
体
が
戦
動
す
る
者
。
そ
れ
を
見
て
、「
我
れ
自
ら
老
法
有
り
て
、
老
法

を
離
れ
ず
」
の
念
を
作
し
て
、
妙
身
口
意
業
を
行
ず
べ
き
こ
と
〔
B
本
〕。
老
人

の
身
体
が
極
劣
と
な
り
、
歩
行
に
苦
し
み
、
衣
装
が
垢
に
汚
れ
、
進
止
に
戦
掉
し
、

気
息
が
苦
し
く
、
う
め
き
、
壮
年
の
心
な
き
者
。
そ
れ
を
見
て
、「
我
れ
に
今
ま

た
此
の
形
老
の
法
有
り
、
老
と
為
る
は
厭
う
所
な
れ
ば
、
當
に
其
の
善
行
を
修
す

べ
き
」
こ
と
〔
C
・
H
本
〕。
我
れ
も
老
い
る
者
で
あ
り
、
未
だ
老
苦
を
離
れ
る

こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
、
身
口
意
の
善
を
修
し
て
利
益
安
楽
を
得
べ
き
こ
と

〔
Ｉ
・
F
本
〕。
老
い
て
目
は
見
え
ず
、
耳
は
聞
こ
え
ず
、
杖
を
た
よ
り
に
歩
き
、

白
髪
と
な
っ
た
者
。
そ
れ
を
見
て
、
自
改
し
な
い
の
は
善
で
は
な
く
、
愚
癡
憍
慢

で
あ
る
こ
と
〔
D
本
は
病
苦
を
二
番
目
に
、
老
苦
を
三
番
目
に
あ
げ
る
。
自
ら
も

老
苦
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
文
言
が
な
い
〕。
年
老
い
て
白
髪
と
な
り
、
歯
が
堕

ち
、
羸
痩
と
な
り
、
歩
行
起
居
に
杖
を
支
え
と
す
る
者
。
そ
れ
を
見
て
、
善
を
な

し
、
身
口
意
を
端
正
に
す
べ
き
こ
と
〔
E
本
に
も
自
ら
が
苦
の
存
在
で
あ
る
と
い

う
文
言
が
な
い
〕。

③
第
三
の
天
使
（
病
苦
）
―
病
気
で
苦
し
み
、
重
病
人
と
な
り
、
自
ら
の
糞
尿
に

ま
み
れ
て
臥
し
、
他
人
に
起
き
伏
し
の
介
助
を
受
け
て
い
る
者
。
そ
れ
を
見
て
、

「
我
れ
も
病
む
性
質
（byādhi-dham

m
a

）
を
も
っ
た
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
越
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
」
と
識
り
憶
念
し
て
、
身
口
意
の
善
を
な
す
べ
き

こ
と
〔
Ａ
・
G
本
〕。
疾
病
が
困
篤
で
、
臥
床
や
榻
床
や
地
に
坐
し
、
身
に
極
苦

甚
重
苦
を
生
じ
、
愛
念
す
べ
か
ら
ず
、
命
を
縮
め
行
く
者
。
そ
れ
を
見
て
、「
我

れ
自
ら
病
法
有
り
て
、
病
法
を
離
れ
ず
」
の
念
を
作
し
て
、
妙
身
口
意
業
を
行
ず
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べ
き
こ
と
〔
B
本
〕。
病
ん
で
屎
尿
の
上
に
在
っ
て
、
自
ら
起
居
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
者
。
そ
れ
を
見
て
、「
我
れ
も
ま
た
此
の
病
有
る
べ
し
、
此
の
患
い
を
免

れ
じ
」
と
知
る
べ
き
こ
と
〔
C
・
H
本
〕。
四
大
和
合
の
身
が
病
苦
に
侵
さ
れ
床

に
臥
し
て
、
自
ら
の
糞
尿
に
穢
れ
る
身
と
な
り
、
坐
起
が
自
在
な
ら
ず
、
他
人
に

扶
助
、
洗
拭
抱
持
さ
れ
、
飲
食
を
与
え
ら
れ
る
者
。
我
れ
も
ま
た
患
う
身
で
あ
り
、

未
だ
患
法
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
、
身
口
意
の
善
を
修
し
て
利
益

安
楽
を
得
べ
き
こ
と
〔
Ｉ
本
〕。
病
を
得
て
困
劇
し
、
羸
劣
す
る
こ
と
甚
だ
し
く
、

手
足
を
自
在
に
動
か
せ
な
く
な
っ
た
者
。
そ
れ
を
見
て
、
自
改
し
な
い
の
は
善
で

は
な
く
、
愚
癡
憍
慢
で
あ
る
こ
と
〔
D
本
に
は
自
ら
が
病
苦
の
存
在
で
あ
る
と
い

う
文
言
が
な
い
〕。
疾
病
を
得
て
、
苦
痛
の
た
め
に
坐
起
が
不
安
と
な
り
、
命
が

縮
み
行
く
こ
と
を
憂
う
る
者
。
そ
れ
を
見
て
、
善
を
な
し
て
身
口
意
を
端
正
に
す

べ
き
こ
と
〔
E
本
に
は
自
ら
が
病
苦
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
文
言
が
な
い
〕。
病

苦
で
困
苦
極
難
し
、
牀
席
に
滞
り
、
筌
提
に
據
り
、
地
上
に
眠
り
、
苦
受
が
最
堅

最
強
に
し
て
、
堪
え
が
た
く
忍
び
難
く
、
寿
命
が
侵
損
す
る
者
。
我
れ
も
病
む
べ

き
者
で
あ
り
、
未
だ
病
苦
を
度
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
、
身
口
意
の
善
を

修
し
て
利
益
安
楽
を
得
べ
き
こ
と
〔
F
本
〕。

④
第
四
の
天
使
（
刑
罰
苦
）
―
王
た
ち
に
よ
っ
て
盗
賊
や
犯
罪
者
が
捕
ら
え
ら
れ
、

さ
ま
ざ
ま
な
刑
罰
（kam

m
a-kāran

4a

）
を
科
せ
ら
れ
、
鞭
な
ど
で
打
た
れ
、
手

足
を
切
断
さ
れ
た
り
、
耳
鼻
を
削
が
れ
た
り
、
そ
の
他
の
刑
を
受
け
た
者
。
悪
業

を
な
す
者
は
現
世
（ditt4
4ha

）
の
み
な
ら
ず
来
世
（parattha

）
に
お
い
て
も
罰

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
身
口
意
の
善
を
な
す
べ
き
こ
と
〔
Ａ
本
〕。
王
が
犯

罪
人
を
捉
え
、
そ
の
行
業
を
考
治
し
、
手
足
を
切
断
し
た
り
、
耳
や
鼻
を
削
い
だ

り
、
鞭
打
ち
を
加
え
た
り
、
そ
の
他
の
刑
を
科
し
た
者
〔
B
本
は
刑
罰
苦
を
五
番

目
に
置
く
〕。
人
が
賊
と
な
っ
て
、
牆
を
穿
ち
、
舎
を
破
り
、
他
の
財
宝
を
取
り
、

火
で
焼
い
た
り
、
道
路
に
隠
蔵
し
た
り
す
る
行
為
に
よ
っ
て
王
に
擒
得
さ
れ
、
手

足
を
截
ら
れ
た
り
、
処
刑
さ
れ
た
り
、
牢
獄
に
閉
著
さ
れ
た
り
、
市
中
で
労
役
に

処
せ
ら
れ
た
り
し
た
者
〔
C
本
も
刑
罰
苦
を
五
番
目
に
置
く
〕。
長
吏
が
劫
人
殺

人
賊
人
を
捕
ら
え
、
そ
の
行
業
を
治
考
し
て
、
城
外
で
磔
な
ど
の
刑
に
処
し
た
者

〔
D
本
も
刑
罰
苦
を
五
番
目
に
置
く
〕。
吏
に
弊
人
悪
子
が
捕
ら
え
ら
れ
、
そ
の
罪

が
刑
法
で
案
検
さ
れ
、
手
足
の
切
断
や
目
鼻
を
削
が
れ
た
り
、
熱
沙
や
沸
膏
を
灌

が
れ
た
り
、
そ
の
他
の
刑
を
受
け
た
者
〔
E
本
も
刑
罰
苦
を
五
番
目
に
置
く
〕。

殺
・
盗
・
邪
淫
・
妄
語
・
悪
口
等
の
罪
に
よ
り
、
王
の
録
編
を
経
て
頭
面
を
縛
し

て
打
鼓
さ
れ
、
南
門
か
ら
行
刑
所
に
至
り
、
罪
の
軽
重
に
随
っ
て
杖
、
鞭
で
打
た

れ
、
手
足
を
刖
ら
れ
、
耳
鼻
を
そ
が
れ
た
者
。
今
の
善
悪
の
業
力
に
よ
っ
て
当
来

世
に
お
い
て
、
因
の
如
く
に
生
を
受
く
と
思
計
す
べ
き
こ
と
〔
Ｆ
本
〕。

⑤
第
五
の
天
使
（
死
苦
）
―
死
し
て
次
第
に
身
体
が
膨
れ
、
青
膨
れ
し
、
膿
爛
し

た
者
。
そ
れ
を
見
て
、「
我
れ
も
死
す
る
性
質
（m

aran

4a-dham
m

a

）
を
も
っ

た
者
で
あ
り
、
そ
れ
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る

）
（
（

」
と
識
り
憶
念
し
て
、

身
口
意
の
善
を
な
す
べ
き
こ
と
〔
Ａ
・
G
本
〕。
死
し
て
身
体
が
鳥
に
啄
ま
れ
、

豺
狼
に
食
わ
れ
、
あ
る
い
は
火
に
焼
か
れ
、
地
中
に
埋
め
ら
れ
、
爛
れ
腐
壊
す
る

者
。
そ
れ
を
見
て
、「
我
れ
自
ら
死
法
有
り
て
死
を
離
れ
ず
」
と
の
念
を
作
し
て
、

妙
身
口
意
業
を
行
ず
べ
き
こ
と
〔
B
本
〕。「
身
は
枯
れ
木
の
如
く
、
風
は
去
り
、

火
は
歇
き
て
、
情
想
は
な
く
、
五
親
に
囲
遶
さ
れ
號
哭
さ
れ
る
者
。「
我
れ
も
ま

た
、
當
に
此
の
死
を
免
れ
ざ
る
べ
し
」
と
の
念
を
作
す
べ
き
こ
と
〔
C
本
〕。
死

者
の
身
体
が
次
第
に
腐
爛
し
、
形
が
変
貌
し
、
壊
敗
し
て
、
虫
蟻
の
食
す
る
所
と

な
る
者
。
そ
れ
を
見
て
、
自
改
し
、
端
正
な
る
身
口
意
の
行
を
な
す
べ
き
こ
と

〔
D
本
〕。
死
者
の
身
が
次
第
に
壊
敗
し
、
狐
狸
百
鳥
の
食
べ
る
所
と
な
る
者
。
凡

そ
人
は
生
ま
れ
、
皆
、
死
す
べ
き
法
で
あ
り
、
世
間
に
在
る
間
は
常
に
善
を
な
し
、
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を
め
ぐ
る
教
相

身
口
意
に
経
戒
を
奉
行
す
べ
き
こ
と
〔
Ｅ
本
〕。
命
終
す
れ
ば
諸
根
は
永
滅
し
、

身
体
は
挺
直
し
て
枯
木
の
如
く
と
な
り
、
塚
間
に
捐
捨
さ
れ
、
鳥
獣
の
食
ら
う
所

と
な
り
、
或
い
は
棺
槨
に
衣
蔽
さ
れ
、
火
に
焼
か
れ
る
者
〔
Ｈ
本
〕。
命
終
後
、

雜
色
衣
で
覆
わ
れ
、
聚
楽
を
出
て
、
様
々
な
帳
や
蓋
で
荘
厳
さ
れ
、
眷
属
に
囲
ま

れ
、
瓔
珞
を
棄
て
、
土
に
埋
め
ら
れ
、
悲
嘆
で
号
泣
さ
れ
る
者
。
我
れ
も
ま
た
死

法
に
し
て
、
未
だ
死
苦
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
、
身
口
意
の
善
を

修
し
て
利
益
安
楽
を
得
べ
き
こ
と
〔
Ｉ
本
〕。
死
し
て
そ
の
身
が
次
第
に
膖
脹
し
、

黯
黒
と
な
り
、
臭
爛
し
、
禽
獣
に
食
噉
さ
れ
る
者
。
我
れ
も
死
す
べ
き
者
で
あ
り
、

未
だ
死
苦
を
度
す
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
、
身
口
意
の
善
を
修
し
て
利
益
安

楽
を
得
べ
き
こ
と
〔
F
本
〕。

　

こ
の
よ
う
に
五
天
使
な
い
し
三
天
使
の
説
明
は
漢
語
訳
仏
典
が
詳
し
く
な
っ
て
い

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
中
部
経
典
』
第
六
十
一
経
の
『
ア
ン
バ
ラ
ッ
テ
ィ
カ

ー
・
ラ
ー
フ
ラ
・
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ダ
・
ス
ッ
タ
ン
タ
（
菴
婆
羅
林
で
の
羅
睺
羅
へ
の
教

誡
）』
で

）
（
（

、
世
尊
が
羅
睺
羅
に
「
鏡
（ādāsa

）
は
何
を
目
的
と
す
る
も
の
か
」
と

問
う
た
の
に
対
し
、
身
口
意
の
三
業
を
省
察
（paccavekkhana
）
す
る
た
め
の
も

の
と
答
え
て
い
る
よ
う
に
、『
天
使
経
』
で
は
生
老
病
死
の
苦
や
罰
苦
を
背
負
っ
た

者
を
眼
前
に
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
苦
受
の
姿
を
自
ら
の
三
業
の
防
護
や
自
身
の
練
磨

を
促
す
天
使
と
受
け
止
め
る
べ
き
こ
と
が
教
誡
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
宋
代
の
道
誠
『
釋
氏
要
覧
』
巻
下
、
雜
記
の
寺
院
畫
壁
の
項
に
は

）
（
（

、
根

本
説
一
切
有
部
律
に
よ
り
な
が
ら
、
こ
の
天
使
経
に
基
づ
く
絵
、
ま
た
次
節
で
取
り

上
げ
る
生
死
輪
図
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雜
事
』
巻

第
十
七
に
よ
れ
ば

）
（1
（

、
給
孤
長
者
が
仏
の
聴
許
を
得
て
、
彩
色
の
具
を
集
め
、
画
工
を

喚
ん
で
、
仏
の
教
示
の
も
と
に
寺
中
に
次
の
よ
う
な
絵
を
画
か
せ
た
と
い
う
。

　
「
門
の
両
頬
に
於
い
て
は
應
に
執
杖
藥
叉
を
作
し
、
次
の
傍
ら
一
面
に
は
大
神
通

變
を
作
し
、
又
一
面
に
於
い
て
は
五
趣
生
死
輪
を
畫
作
し
、
簷
下
に
は
本
生
事
を
畫

作
し
、
佛
殿
の
門
の
傍
ら
に
は
持
鬘
藥
叉
を
畫
き
、
講
堂
處
に
於
い
て
は
老
宿
苾
芻

の
法
要
を
宣
揚
す
る
を
畫
き
、
食
堂
處
に
於
い
て
は
持
餅
藥
叉
を
畫
き
、
庫
門
の
傍

ら
に
於
い
て
は
執
寶
藥
叉
を
畫
き
、
安
水
堂
處
に
は
龍
の
水
瓶
を
持
し
妙
瓔
珞
を
著

け
た
る
を
畫
き
、
浴
室
火
堂
に
は
天
使
経
の
法
式
に
依
り
て
之
を
畫
き
、
幷
に
少
多

の
地
獄
變
を
畫
き
、
瞻
病
堂
に
於
い
て
は
如
来
像
の
躬
自
ら
看
病
せ
る
を
畫
き
、
大

小
行
處
に
は
死
屍
の
形
容
畏
る
べ
き
を
畫
作
し
、
若
し
は
房
内
に
於
い
て
は
應
に
白

骨
髑
髏
を
畫
す
べ
し
」。

　

諸
律
典
に
よ
れ
ば
、
僧
伽
に
は
修
行
僧
の
健
康
維
持
と
疾
苦
の
緩
和
（
除
垢
・
身

清
浄
・
除
寒
冷
・
除
風
・
得
安
穏
の
五
功
徳
）
の
た
め
に
浴
室
や
温
室
の
設
置
が
許

さ
れ
て
い
た
。『
四
分
律
』
巻
第
五
十
、『
摩
訶
僧
祇
律
』
巻
第
三
十
五
、『
毘
尼
母

経
』
巻
第
六
に
は
そ
の
造
法
が
簡
略
に
示
さ
れ
て
い
る

）
（（
（

。
ま
た
『
根
本
説
一
切
有
部

毘
奈
耶
雜
事
』
巻
第
三
で
も
、
洗
浴
時
の
法
語
・
聖
黙
然
の
二
儀
式
に
つ
い
て
の
註

の
中
で
、
西
方
浴
室
の
制
度
が
伝
え
ら
れ
、
そ
の
構
造
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
二

儀
式
と
は
『
ウ
ダ
ー
ナ
（
自
説
経
）』
や
『
中
部
経
典
』
第
二
十
六
経
『
ア
ー
リ

ヤ
・
パ
リ
エ
ー
サ
ナ
・
ス
ッ
タ
（
聖
求
経
）』
な
ど
に
お
い
て
、
比
丘
の
な
す
べ
き

二
事
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
、
法
談
（dham

m
ī-kathā

）
と
聖
な
る
沈
黙
態
（ariya-

tun

4hī-bhāva

）
の
こ
と
で
あ
る

）
（1
（

。
律
典
に
は
浴
室
で
は
、
小
語
で
あ
る
べ
き
こ
と
、

ま
た
漫
語
は
禁
止
な
ど
の
入
浴
の
規
定
が
あ
る
。『
天
使
経
』
に
よ
る
浴
室
火
堂
画

は
そ
う
し
た
二
事
を
踏
ま
え
た
身
垢
と
心
垢
の
浄
化
を
促
す
施
設
で
あ
っ
た
と
い
え

る
。

二
、
名
色
（
＝
人
）
は
苦
の
大
河
を
渡
る
舟

　

人
が
色
・
心
の
仮
和
合
、
つ
ま
り
身
・
心
の
複
合
的
統
一
体
で
あ
る
こ
と
を
表
す
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仏
教
語
に
五
蘊
や
名
色
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
名
色
（nām

a-rūpa

）
に
つ
い
て
は
、

『
大
般
涅
槃
経
』
師
子
吼
菩
薩
品
に
、「
名
色
と
言
う
は
即
ち
是
れ
衆
生
な
り
。
衆
生

と
言
う
は
即
ち
是
れ
名
色
な
り
。
若
し
名
色
、
衆
生
を
繋
縛
す
と
言
わ
ば
、
是
れ
名

色
、
名
色
を
繋
縛
す
る
な
り
。
佛
の
言
は
く
。
善
男
子
、
二
手
を
合
す
る
時
、
更
に

異
法
の
来
合
す
る
な
き
が
如
き
な
り
。
名
と
色
も
亦
復
是
の
如
し
。
是
の
義
を
以
て

の
故
に
、
我
れ
名
色
、
衆
生
を
繋
縛
す
と
言
う
。
若
し
名
色
を
離
る
れ
ば
、
則
ち
解

脱
を
得
」
と
、
繋
縛
と
解
脱
の
所
在
を
語
る
教
説
の
中
で
、
名
色
＝
衆
生
が
説
か
れ

て
い
る
。
ま
た
『
大
智
度
論
』
巻
第
十
二
で
も
、「
是
の
名
色
の
和
合
を
假
り
に
名

づ
け
て
人
と
為
す
。
是
の
人
は
諸
の
結
の
為
に
繋
が
れ
ど
も
、
無
漏
の
智
慧
の
爪
を

得
て
、
此
の
結
を
解
く
。
是
の
時
、
人
は
解
脱
を
得
と
名
づ
く
。
縄
で
結
び
縄
を
解

く
が
如
し
。
縄
は
即
ち
是
れ
結
な
り
。
結
に
異
法
な
く
、
世
界
の
中
に
縄
を
結
び
、

縄
を
解
く
こ
と
を
説
く
の
み
。
名
色
も
亦
是
の
如
し
。
名
色
の
二
法
の
和
合
す
る
を

假
り
に
人
と
為
す
。
是
の
結
使
は
名
色
と
異
な
ら
ず
、
但
だ
名
づ
け
て
名
色
結
び
、

名
色
解
く
と
為
す
」
と
、
ほ
ぼ
同
じ
解
説
が
み
ら
れ
る
。

　

こ
の
名
色
を
五
蘊
に
即
し
て
取
り
上
げ
る
論
説
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
や
瑜
伽
行
派
の
論

書
に
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
『
倶
舎
論
』
世
間
品
で
は
、
五
蘊
の
う
ち
色
蘊
を
除
い
た

無
色
の
四
蘊
が
何
故
に
名
（nām

a

）
を
以
っ
て
総
称
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を

取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
名
（nām

a

）
の
語
義
を
踏
ま
え
て
、
心
が
対
境
に

転
変
・
趣
向
す
る
（nam

ati

≳√
nam

）
か
ら
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
有
余
師
の
説
と
し
て
、
色
蘊
で
あ
る
身
体
が
棄
捨
さ
れ
た
時
、
無
色
の
四
蘊
は
他

の
生
（upapatti-antara

）
に
趣
向
（nam

ana

）
す
る
か
ら
名
（nām

a

）
で
あ
る

と
言
わ
れ
る
と
い
う
説
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

前
半
の
名
色
の
名
の
語
義
説
明
は
『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
第
六
十
六
や
、
パ
ー
リ
論

書
『
ヴ
ィ
ス
デ
ィ
マ
ッ
ガ
（
清
浄
道
論
）』
に
も
み
ら
れ
る
か
ら
、
仏
教
に
共
通
す

る
見
解
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る

）
（1
（

。

　

こ
の
名
色
は
十
二
支
縁
起
説
で
は
第
四
支
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
十
二
支
縁
起

説
を
視
覚
化
し
た
も
の
と
し
て
五
趣
生
死
輪
図
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
図
の
典
拠

は
、『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
巻
第
三
十
四
に
あ
る

）
（1
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
仏
弟

子
の
目
連
が
神
通
力
で
見
た
悪
行
に
よ
る
五
趣
の
苦
の
異
熟
を
四
衆
に
告
げ
、
善
行

に
よ
る
楽
の
異
熟
を
得
べ
き
こ
と
を
説
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
法
要
を
聞
か
ん
と
四
衆

が
雲
集
し
た
。
そ
こ
で
世
尊
は
常
に
目
連
あ
る
に
非
ず
と
し
て
、
寺
門
の
屋
下
に
次

の
よ
う
な
生
死
輪
を
画
か
せ
た
と
い
う
。

　
「
應
に
大
小
の
圓
に
隨
い
て
輪
形
を
作
り
、
中
に
處
し
て
轂
を
安
き
、
次
に
五
輻

を
安
き
て
五
趣
の
相
を
表
し
、
轂
の
下
に
當
り
て
捺
落
迦
を
畫
き
、
其
の
二
邊
に
於

い
て
傍
生
餓
鬼
を
畫
し
、
次
に
其
の
上
に
於
い
て
人
天
を
畫
く
べ
し
。
人
趣
中
に
於

い
て
四
洲
を
作
す
べ
し
。
東
毗
提
訶
、
南
贍
部
洲
、
西
瞿
陀
尼
、
北
拘
盧
洲
な
り
。

其
の
轂
處
に
於
い
て
圓
の
白
色
な
る
を
作
し
て
中
に
佛
像
を
畫
き
、
佛
像
の
前
に
於

い
て
應
に
三
種
形
を
畫
く
べ
し
。
初
め
に
鴿
形
を
作
り
て
貪
染
多
き
を
表
し
、
次
に

蛇
形
を
作
り
て
瞋
恚
多
き
を
表
し
、
後
に
猪
形
を
作
り
て
愚
癡
多
き
を
表
し
、
其
の

輞
處
に
於
い
て
應
に
漑
灌
輪
像
を
作
り
て
多
く
水
罐
を
安
き
て
有
情
生
死
の
像
を
畫

作
し
、
生
け
る
は
罐
中
よ
り
頭
を
出
し
、
死
せ
る
は
罐
中
よ
り
足
を
出
し
て
、
五
趣

處
に
於
い
て
各
其
の
形
を
像
る
べ
し
。
周
圓
に
復
た
十
二
縁
生
生
滅
の
相
を
畫
き
、

所
謂
無
明
は
行
を
縁
じ
、
乃
至
老
死
に
至
る
な
り
。
無
明
支
は
應
に
羅
刹
像
を
作
る

べ
く
、
行
支
は
應
に
瓦
輪
像
を
作
る
べ
く
、
識
支
は
應
に
獼
猴
の
像
を
作
る
べ
く
、

名
色
は
應
に
乗
船
人
の
像
を
作
る
べ
く
、
六
處
支
は
應
に
六
根
の
像
を
作
る
べ
く
、

觸
支
は
應
に
男
女
相
摩
觸
す
る
の
像
を
作
る
べ
く
、
受
支
は
應
に
男
女
苦
楽
を
受
く
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め
ぐ
る
教
相

る
の
像
を
作
る
べ
く
、
愛
支
は
應
に
女
人
の
男
女
を
抱
く
の
像
を
作
る
べ
く
、
取
支

は
應
に
丈
夫
の
瓶
を
持
し
て
水
を
取
る
の
像
を
作
る
べ
く
、
生
支
は
應
に
女
人
誕
孕

の
像
を
作
る
べ
く
、
老
支
は
應
に
男
女
衰
老
の
像
を
作
る
べ
く
、
病
支
は
應
に
男
女

病
を
帯
ぶ
る
の
像
を
作
る
べ
く
、
死
支
は
應
に
死
人
を
輿
ぐ
の
像
を
作
る
べ
く
、
憂

は
應
に
男
女
憂
慼
の
像
を
作
る
べ
く
、
悲
は
應
に
男
女
啼
哭
の
像
を
作
る
べ
く
、
苦

は
應
に
男
女
苦
を
受
く
る
の
像
を
作
る
べ
く
、
悩
は
應
に
男
女
に
て
難
調
の
駱
駝
を

挽
く
の
像
を
作
る
べ
く
、
其
の
輪
上
に
於
い
て
應
に
無
常
大
鬼
の
蓬
髪
し
て
口
を
張

り
、
長
く
兩
臂
を
舒
べ
て
生
死
輪
を
抱
け
る
を
作
り
、
鬼
頭
の
兩
畔
に
於
い
て
二
伽

他
を
畫
く
べ
し
。
曰
く
、
汝
、
當
に
出
離
を
求
め　

佛
の
教
え
に
於
い
て
勤
修
し　

生
死
の
軍
を
降
伏
せ
ん
こ
と　

象
の
草
舎
を
摧
く
が
如
く
す
べ
し　

此
の
法
と
律
と

の
中
に
於
い
て　

常
に
不
放
逸
を
爲
し　

能
く
煩
悩
の
海
を
竭
さ
ん
に　

當
に
苦
の

邊
際
を
盡
す
べ
け
ん
。
次
に
無
常
鬼
の
上
に
於
い
て
應
に
白
圓
壇
を
作
り
て
、
以
て

涅
槃
圓
淨
の
像
を
表
す
べ
く
、
佛
の
所
教
の
如
く
に
門
屋
の
下
に
於
い
て
應
に
生
死

輪
な
る
も
の
を
作
る
べ
し
」。　

　

苦
界
か
ら
の
出
離
を
促
す
こ
の
生
死
輪
の
図
は
、
視
覚
伝
道
、
絵
解
き
の
具
と
し

て
広
く
仏
教
文
化
圏
に
流
布
し
て
い
た
。
現
存
す
る
最
古
の
も
の
は
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー

石
窟
（
第
一
七
窟
正
面
左
壁
）
に
そ
の
断
片
が
見
ら
れ
る
。
い
ま
問
題
に
し
て
い
る

名
色
に
つ
い
て
、『
根
本
有
部
律
』
で
は
「
名
色
支
は
應
に
乗
船
人
の
像
を
作
る
べ

し
」
と
あ
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
は
乗
船
人
は
水
先
案
内
人
を
加
え
た
二
人
と
見

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
身
体
を
船
の
譬
え
で
捉
え
る
仏
典
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。

　

シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
・
デ
ー
ヴ
ァ
の
『
シ
ク
シ
ャ
ー
・
サ
ム
ッ
チ
ャ
ヤ
』
第
（（
章
「
念

処
品
」
で
は
、
ま
づ
『
ダ
ル
マ
・
サ
ン
ギ
ー
テ
ィ
・
ス
ー
ト
ラ
（
法
集
経
）』
か
ら

の
引
用
で
身
不
浄
観
が
説
か
れ
、
次
に
如
来
蔵
思
想
関
連
の
い
く
つ
か
の
概
念
が
用

い
ら
れ
て
い
る
『
ラ
ト
ナ
・
チ
ュ
ー
ダ
・
ス
ー
ト
ラ
（
宝
髻
経
）』
か
ら
の
引
用
で
、

身
無
常
観
に
加
え
て
衆
生
身
と
仏
身
の
無
相
異
等
同
観
が
説
か
れ
る
。
こ
の
経
は

『
大
集
経
』
巻
第
二
十
五
、
宝
髻
菩
薩
品
（
北
凉
、
曇
無
讖
訳
）
と
『
大
宝
積
経
』

巻
第
一
百
一
十
七
、
宝
髻
菩
薩
会
（
西
晋
、
竺
法
護
訳
）
と
し
て
現
存
す
る
。
続
い

て
『
ヴ
ィ
ー
ラ
ダ
ッ
タ
・
パ
リ
プ
リ
ッ
チ
ャ
ー
（
無
畏
授
所
問
経
）』
か
ら
の
引
用

が
あ
り
、
身
無
常
・
不
浄
・
苦
・
無
我
が
説
か
れ
る
中
に
、「
乗
る
べ
く
し
て
修
復

さ
れ
た
古
朽
の
舟
（jīrn

4a-yāna-pātra

）
の
よ
う
に
」
と
い
う
身
観
想
法
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
法
稱
造
と
伝
え
る
漢
訳
『
大
乗
集
菩
薩
學
論
』
巻
第
十
六
「
念
處

品
」
で
は
、「
身
は
漏
舡
の
如
く
濟
渡
に
堪
え
る
こ
と
な
し
」
と
あ
る
。
こ
の
経
は

『
大
宝
積
経
』
巻
第
九
十
六
、
勤
授
長
者
会
（
唐
、
菩
提
流
志
訳
）、『
無
畏
所
授
所

問
経
』
三
巻
（
宋
、
法
護
等
訳
）
と
し
て
現
存
す
る
。
前
者
に
は
該
当
箇
所
が
「
老

弱
の
乗
の
駈
策
す
べ
き
こ
と
難
き
が
如
し
」、
後
者
に
は
「
老
弱
の
乗
の
駆
策
し
難

き
が
如
し
」
と
あ
る
。
こ
の
二
経
に
は
「
身
を
苦
器
と
な
す
。
苦
に
逼
ら
る
る
が
故

な
り
」
と
し
て
四
十
四
種
に
わ
た
る
身
観
察
法
が
説
か
れ
る
が
、『
勤
授
長
者
会
』

で
は
、「
是
の
如
き
身
の
一
切
臭
穢
し
て
自
性
潰
乱
せ
る
を
、
誰
か
此
れ
に
於
い
て

愛
重
し
、
憍
慢
す
べ
け
ん
。
唯
、
應
に
他
の
器
を
借
り
る
が
如
し
と
観
察
し
て
、
猶

し
車
の
運
載
す
る
が
如
く
に
、
但
養
育
し
て
菩
提
に
至
る
故
を
な
す
べ
き
な
り
」
と

あ
り
、
伝
統
的
な
身
念
処
観
を
踏
ま
え
た
上
で
、
苦
の
器
と
し
て
の
仮
の
身
を
養
育

し
な
が
ら
、
そ
れ
を
菩
提
に
至
る
法
器
と
な
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る

）
（1
（

。
こ
の
経

中
に
出
る
乗
・
車
を
船
に
置
き
換
え
た
よ
う
な
説
相
が
次
に
あ
げ
る
シ
ャ
ー
ン
テ

ィ
・
デ
ー
ヴ
ァ
の
『
ボ
デ
ィ
・
チ
ャ
ル
ヤ
・
ア
ヴ
ァ
タ
ー
ラ
』
に
見
ら
れ
る
。
第
５

章
「
正
知
の
守
護
」
の
第
７
０
偈
で
は
、
自
利
利
他
成
就
の
た
め
の
身
（kāya

）



八

　
　
　
　
佛

　
教

　
文

　
化

　
研

　
究

を
舟
に
、
ま
た
第
７
章
「
精
進
波
羅
蜜
多
」
の
第
１
４
偈
で
は
、
身
を
苦
の
大
河
を

渡
る
船
に
譬
え
る
次
の
よ
う
な
偈
が
あ
る
。

「
往
来
に
そ
れ
を
依
用
（niśraya

）
す
る
か
ら
身
を
船
（nau

）
と
考
う
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
有
情
の
利
益
（sattva-artha

）
を
成
就
す
る
た
め
に
、
身
を
お

も
う
が
ま
ま
に
往
か
し
め
よ
」（
５
：
７
０
）

「
人
間
と
い
う
舟
（m

anus
4ya-nāva

）
を
得
た
上
は
、
そ
れ
で
苦
の
大
河

（duh

4kha-m
ahā

‐nadī

）
を
渡
れ
。
愚
か
な
者
よ
。
惰
眠
を
む
さ
ぼ
る
時
で
は
な

い
。
こ
の
舟
は
再
び
獲
が
た
い
」（
７
：
１
４
）

　

漢
訳
の
『
菩
提
行
経
』
巻
第
二
、
菩
提
心
精
進
蜜
多
品
で
は
第
１
４
偈
は
次
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

「
愚
迷
は
睡
眠
に
著
す　

此
れ
は
過
に
し
て
劣
な
り　

大
苦
の
河
に
入
り　

復
た
人

身
を
得
ず

）
（1
（

」

　

人
身
が
得
難
き
こ
と
（durlabho m

anus

4ya pratilam
bhah

4

）、
佛
出
世
が
遇
い

難
き
こ
と
（durlabho buddha utpādah

4

）、
仏
法
が
聞
き
難
き
こ
と
（durlabho 

buddha-darm
a śravah

4

）
は
初
期
経
典
か
ら
大
乗
経
典
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
説

か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

）
（1
（

。
こ
こ
で
は
苦
の
此
岸
か
ら
苦
が
終
息
す
る
彼
岸
に
渡
る
と

こ
ろ
に
、
人
身
受
け
難
き
生
者
の
尊
厳
と
使
命
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
一
方
で
は
、
此
岸
か
ら
彼
岸
に
渡
る
こ
と
の
難
儀
困
苦
に
手
を
差
し
伸
べ
る

慈
悲
と
し
て
、
仏
・
菩
薩
・
善
知
識
の
は
た
ら
き
が
渡
し
守
（dāśa

）
や
舵
取
手

（karn

4a-dhāra

）
の
譬
え
で
説
か
れ
る
。
例
え
ば
『
長
阿
含
経
』
巻
第
二
、「
遊
行

経
第
二
初
」
に
は
、「
佛
は
海
の
船
師
た
り
。
法
橋
は
河
津
を
渡
す
。
大
乗
道
の
輿

は
一
切
天
人
を
渡
す
」
と
あ
り
、
六
十
巻
本
『
華
厳
経
』
巻
第
五
十
八
、
入
法
界
品

に
は
「
善
知
識
は
則
ち
牢
船
た
り
。
悉
く
生
死
の
海
を
越
度
せ
し
む
故
に
。
善
知
識

は
則
ち
船
師
た
り
。
一
切
智
の
法
洲
に
至
ら
し
む
故
に
」
と
あ
る
。
ま
た
大
乗
経
典

で
は
仏
法
や
誓
願
も
そ
の
済
度
の
は
た
ら
き
が
大
法
船
（m

ahā

‐dharm
a-nāva.

『
迦
葉
品
』）
や
願
船
（pran

4idhi-pota.

『
華
厳
経
』
入
法
界
品
）
と
い
っ
た
譬
喩

で
説
か
れ
て
い
る
。
譬
喩
（upam

ā

）
は
義
（attha

）
を
教
え
る
（viññāpana

）

た
め
に
使
わ
れ
る
も
の
（Itivuttaka.（0（.etc

）
と
い
わ
れ
る
が
、
難
度
の
苦
界
か

ら
の
出
離
を
所
求
と
定
め
る
仏
教
は
、
衆
目
に
映
る
河
・
海
・
船
・
船
師
な
ど
を
義

の
教
授
に
適
し
た
譬
喩
と
し
て
使
っ
た
の
で
あ
る

）
（1
（

。

三
、
苦
か
ら
の
出
離
と
人
の
尊
厳
―
仏
教
の
価
値
意
識
―

　

古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
聖
な
る
も
の
の
誕
生
は
蓮
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
、
そ
れ
が

教
理
の
中
に
も
援
用
さ
れ
て
来
た
こ
と
は
仏
教
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
漢
語
訳

仏
典
に
伝
わ
る
釈
尊
の
誕
生
伝
説
の
中
に
、
よ
く
知
ら
れ
た
「
天
上
天
下
唯
我
独

尊
」
の
偈
が
あ
る
。
初
期
仏
典
か
ら
大
乗
仏
典
に
至
る
ま
で
、
仏
陀
誕
生
の
記
述
に

用
い
ら
れ
る
こ
の
偈
文
の
文
脈
を
整
理
し
て
み
る
と
、
仏
出
世
の
意
義
を
語
る
共
通

し
た
意
趣
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
羅
列
的
に
な
る
が
、
翻
訳
者
の
年
代

順
に
そ
の
文
言
を
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る

）
（1
（

。

　
　

・『
修
行
本
起
経
』
巻
上　

後
漢　

竺
大
力
共
康
孟
詳
訳

　
　
　
　

天
上
天
下
唯
我
為
尊
。
三
界
皆
苦
。
吾
當
安
之
。

　
　

・『
長
阿
含
経
』
巻
第
一
、「
大
本
経
」　

後
秦　

佛
陀
耶
舎
共
竺
佛
念
訳

　
　
　
　

天
上
天
下
唯
我
為
尊
。
要
度
衆
生
生
老
病
死
。
此
是
常
法
。

　
　

・『
四
分
律
』
巻
第
三
十
一
、
受
戒
犍
度　

後
秦　

佛
陀
耶
舎
共
竺
佛
念
訳

　
　
　
　

我
於
天
上
世
間
最
上
最
尊
。
能
度
一
切
衆
生
生
老
病
死
苦
。

　
　

・『
普
曜
経
』
巻
第
四
、
告
車
匿
被
馬
品　

西
晋　

竺
法
護
訳



九

　
　
　
　
苦
を
め
ぐ
る
教
相

　
　
　
　

天
上
世
間
我
為
尊
。
當
度
三
界
生
老
病
死
。
令
至
無
為
。

　
　

・『
文
殊
師
利
現
寶
蔵
経
』
巻
下　

西
晋　

竺
法
護
訳

　
　
　
　

我
為
天
上
天
下
最
尊
。
當
為
衆
庶
断
生
老
死
。

　
　

・『
乳
光
佛
経
』　

西
晋　

竺
法
護
訳

　
　
　
　

佛
為
天
上
天
下
最
尊
。
無
有
病
。
佛
病
已
盡
滅
。

　
　

・『
太
子
瑞
應
本
起
経
』
巻
上　

呉　

支
謙
訳

　
　
　
　

天
上
天
下
唯
為
尊
。
三
界
皆
苦
。
何
可
楽
者
。

（
こ
の
文
は
吉
蔵
『
中
論
疏
』
巻
第
七
、
道
宣
『
釈
迦
譜
』
巻
第
一
、
道
宣

『
釈
迦
氏
譜
』、
僧
祐
『
弘
明
集
』
巻
第
六
に
引
用
さ
れ
て
い
る
）

　
　

・『
私
呵
昧
経
』　

呉　

支
謙
訳

　
　
　
　

我
於
世
為
尊
。
將
欲
度
脱
衆
厄
難
。
諸
生
死
及
老
病
。

　
　

・『
過
去
現
在
因
果
経
』
巻
第
一　

劉
宋　

求
那
跋
陀
羅
訳

我
於
一
切
天
人
中
最
尊
最
勝
。
無
量
生
死
於
今
盡
矣
。
此
生
利
益
一
切
人

天
。

（
こ
の
文
は
道
宣
『
釈
迦
譜
』
巻
第
一
、
道
世
『
法
苑
珠
林
』
巻
第
九
に
引

用
さ
れ
て
い
る
）

　
　

・『
入
大
乗
論
』
巻
下　

北
凉　

道
泰
等
訳

　
　
　
　

天
上
人
間
最
尊
最
上
。
最
後
邊
身
断
生
老
病
死
。

・『
方
廣
大
荘
厳
経
』
巻
第
三
誕
生
品
、
巻
第
十
二
転
法
輪
品　

唐　

地
婆
訶

羅
訳於

西
方
而
行
七
歩
。
作
如
是
言
。
我
於
世
間
最
尊
最
勝
。
此
即
是
我
最
後

身
。
盡
生
老
病
死
。

　
　
　
　

天
上
天
下
唯
我
最
尊
唯
我
最
勝
。
三
界
苦
悩
。
吾
當
度
之
。

　
　

・『
大
寶
積
経
』
巻
第
六
十
二
、
菩
薩
見
實
会　

唐　

菩
提
流
志
訳

　
　
　
　

我
於
世
間
最
尊
最
勝
。
當
得
度
脱
老
病
死
邊
。

（
異
訳
『
父
子
合
集
経
』
巻
第
三
淨
飯
王
致
禮
如
来
品　

宋
、
日
稱
等
訳
に

は
「
我
於
世
間
最
尊
最
勝
更
無
過
上
。
越
老
病
死　

盡
苦
邊
際
」
と
あ
る
）

・『
大
寶
積
経
』
巻
第
四
十
三
、
菩
薩
蔵
会
、
尸
羅
波
羅
蜜
品　

唐　

玄
奘
訳

我
於
世
間
最
為
尊
大
。
我
於
世
間
最
為
殊
勝
。
我
今
當
證
生
老
死
邊
。
我

當
度
脱
一
切
衆
生
為
諸
衆
生
生
老
病
死
憂
悲
苦
悩
。
我
當
為
諸
衆
生
宣
説

廣
大
微
妙
最
勝
無
上
正
法
。

（
こ
こ
は
尸
羅
波
羅
蜜
を
行
ず
る
菩
薩
摩
訶
薩
が
、
そ
の
善
根
力
の
成
就
に

よ
っ
て
得
る
四
種
法
の
第
四
に
出
る
文
で
あ
る
）

　

仏
陀
観
の
変
遷
を
経
な
が
ら
も
、
漢
語
訳
仏
典
が
仏
出
世
を
語
る
場
合
に
用
い
る

「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
と
い
う
定
型
句
の
後
に
は
、
全
て
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に

挙
げ
た
よ
う
に
尊
た
る
ゆ
え
ん
を
語
る
文
言
が
続
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
自
ら
が
苦

の
滅
を
体
得
す
る
と
と
も
に
、
抜
苦
為
業
の
悲
を
本
性
と
す
る
者
の
発
露
と
し
て
、

全
て
の
者
に
そ
の
苦
か
ら
の
出
離
を
体
現
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
出
世
の
意
義
と
、
生
を

受
け
た
者
の
尊
厳
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
誕
生
偈
中
と
は
別
に
「
独
尊
」
の
語
が
使
用
さ
れ
る
事
例
が
あ
る
。
例

え
ば
『
増
壹
阿
含
経
』
巻
第
二
十
四
に
は
、
舎
利
弗
の
世
尊
に
対
す
る
言
葉
に
「
世

尊
は
今
日
、
度
せ
ざ
る
者
を
度
し
、
脱
せ
ざ
る
者
を
脱
し
、
般
涅
槃
せ
ざ
る
者
を
般

涅
槃
せ
し
め
、
救
い
な
き
者
の
為
に
救
護
を
作
し
、
盲
者
に
は
眼
目
と
作
り
、
病
者

の
為
に
は
大
醫
王
と
作
り
、
三
界
獨
尊
に
し
て
、
能
く
及
ぶ
者
な
く
最
尊
最
上
に
し

て
、
未
だ
道
意
を
起
さ
ざ
る
者
を
し
て
道
意
を
發
さ
し
め
、
衆
人
の
未
だ
寤
め
ざ
る

者
を
し
て
寤
め
し
め
、
未
だ
法
を
聞
か
ざ
る
者
を
し
て
之
を
聞
か
し
め
、
迷
え
る
者
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究

の
為
に
径
路
を
作
り
、
恒
に
正
法
を
以
て
し
た
ま
う
」（
同
内
容
の
も
の
が
竺
法
護

訳
『
受
新
歳
経
』
に
も
あ
る
）
と
あ
り
、『
方
廣
大
荘
厳
経
』
巻
第
八
に
は
「
三
千

大
千
世
界
の
中
に
於
い
て
唯
佛
の
み
獨
尊
た
り
。
大
醫
王
と
為
り
、
法
藥
を
調
和
し

て
、
苦
の
衆
生
を
救
う
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
仏
世
尊
が
三
界
あ
る
い
は
三
千
大
千
世

界
に
お
い
て
独
尊
で
あ
る
所
以
が
、
医
王
と
な
っ
て
苦
者
を
救
護
す
る
こ
と
に
あ
る

と
説
か
れ
て
い
る

）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
仏
世
尊
を
医
王
（vaidya-rāja

）
や
良
医
に
譬
え
た
り
、
仏
菩
薩
に

対
し
医
王
や
良
医
の
想
（vaidya-sam
4jñā

）
を
促
し
た
り
、
善
知
識
を
煩
悩
の
病

（kleśa-vyādhi

）
を
治
す
良
医
に
譬
え
る
説
相
は
仏
典
の
随
所
に
み
ら
れ
る
。
こ

こ
で
は
三
宝
に
即
し
た
も
の
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻

第
三
十
四
（
雑
蘊
）
で
は
、
仏
法
僧
の
三
宝
の
列
挙
順
序
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
議

論
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。「
問
う
。
佛
は
法
に
依
り
生
ず
れ
ば
、
法
は
佛

よ
り
勝
ら
ん
に
、
何
が
故
に
先
に
歸
依
佛
を
説
く
や
。
答
う
。
佛
を
教
主
と
為
す
。

若
し
佛
説
か
ず
ん
ば
、
法
は
顕
現
せ
ざ
る
が
故
に
、
先
に
佛
に
歸
す
る
な
り
。
復
次

に
、
病
者
有
り
。
先
に
良
醫
を
訪
い
、
次
に
妙
藥
を
求
め
、
後
に
看
者
を
覓
め
る
が

如
し
。
佛
は
良
醫
の
如
く
、
法
は
良
藥
の
如
く
、
僧
は
善
巧
な
る
看
服
藥
人
の
如
し
。

故
に
三
歸
依
は
是
の
如
く
次
第
す
る
な
り
」。
こ
の
よ
う
に
三
宝
を
良
医
・
治
病

薬
・
看
病
者
と
い
う
譬
喩
で
説
く
説
相
は
『
大
智
度
論
』
巻
第
二
十
二
、
玄
奘
訳

『
俱
舎
論
』
巻
第
二
十
五
、
賢
聖
品
や
『
雑
阿
毘
心
論
』
巻
第
十
、
擇
品
（
但
し
四

不
壊
淨
を
説
く
文
脈
に
出
る
の
で
、
良
医

-

佛
、
治
病

-

法
、
看
病

-

僧
、
藥

-

聖

戒
と
い
う
）
に
も
見
ら
れ
る

）
1（
（

。
右
の
婆
沙
論
の
議
論
に
つ
い
て
付
言
す
れ
ば
、
苦
の

因
（
病
因
）
は
病
者
に
よ
っ
て
異
な
る
故
に
、
応
病
与
薬
の
良
医
を
先
に
置
く
、
い

わ
ゆ
る
対
機
と
い
う
謂
わ
れ
も
含
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
宝
と
い
う

観
念
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
、
老
子
、
孟
子
、
道
家
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
が
、
仏
教
が
苦
を

癒
す
徳
を
具
え
た
も
の
を
宝
と
み
な
す
と
こ
ろ
に
、
仏
教
の
価
値
意
識
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

良
医
に
比
せ
ら
れ
る
善
知
識
に
つ
い
て
は
『
相
応
部
経
典
』
コ
ー
サ
ラ
相
応
に
、

世
尊
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、
実
に
我
れ
を

（m
am

am

4

）
善
き
友
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
生
と
い
う
性
質
を
も
っ
た
者
で

あ
る
衆
生
は
生
か
ら
解
脱
し
、
老
い
る
性
質
を
も
っ
た
者
で
あ
る
衆
生
は
老
か
ら
解

脱
し
、
病
む
性
質
を
も
っ
た
者
で
あ
る
衆
生
は
病
か
ら
解
脱
し
、
死
す
る
性
質
を
も

っ
た
者
で
あ
る
衆
生
は
死
か
ら
解
脱
し
、
憂
い
・
悲
し
み
・
苦
し
み
・
悩
み
・
悶
え

る
性
質
を
も
っ
た
者
で
あ
る
衆
生
は
憂
悲
苦
悩
悶
か
ら
解
脱
す
る
。
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
、

そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
理
趣
（pariyāya

）
に
よ
っ
て
、
善
き
友
（kalyāna-m

itta

）・

善
き
同
朋
（kalyāna-sahāya

）・
善
き
仲
間
（kalyāna-sam

pavan

4ka

）
を
も
つ

こ
と
は
、
梵
行
の
全
て
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る

）
11
（

」。

　

こ
の
善
知
識
に
関
す
る
教
説
は
そ
の
後
の
イ
ン
ド
仏
教
、
中
国
仏
教
の
中
で
受
け

継
が
れ
て
行
く
が
、
こ
こ
で
は
善
知
識
性
の
規
定
に
関
す
る
論
説
を
あ
げ
て
お
き
た

い
。

　
『
阿
毘
達
磨
集
異
門
足
論
』
巻
第
十
五
は
六
法
の
部
に
、
対
に
な
る
六
順
退
法
・

六
順
不
退
法
を
あ
げ
て
い
る
。
い
ま
善
友
性
の
規
定
が
見
ら
れ
る
六
順
不
退
法
を
あ

げ
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

「
一
に
は
佛
に
於
い
て
恭
敬
有
り
て
住
す
。
二
に
は
法
に
於
い
て
恭
敬
有
り
て
住
す
。

三
に
は
僧
に
於
い
て
恭
敬
有
り
て
住
す
。
四
に
は
學
に
於
い
て
恭
敬
有
り
て
住
す
。

五
に
は
善
言
を
具
す
。
六
に
は
善
友
に
遇
う
な
り
」。
こ
の
う
ち
善
言
に
つ
い
て
は

『
集
異
門
足
論
』
の
二
法
の
部
に
対
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
善
言
・
善
友
に
お
い
て
説



一
一

　
　
　
　
苦
を
め
ぐ
る
教
相

か
れ
て
い
る
か
ら
省
略
さ
れ
、
善
友
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
善
友
に
遇
う
と
は
、
云
何
が
善
友
性
な
る
。
答
う
。
善
友
と
は
謂
く
、
佛
及
び
佛

弟
子
、
廣
く
説
い
て
乃
至
、
癡
を
遠
離
し
、
癡
を
調
伏
す
る
の
行
を
行
ず
る
な
り
。

こ
れ
を
善
友
性
と
名
づ
く
。
若
し
是
の
如
き
の
善
友
に
於
け
る
諸
の
習
近
、
等
習
近
、

親
近
、
等
親
近
、
恭
敬
、
承
事
、
是
れ
を
善
友
に
遇
う
と
名
づ
く
」。
こ
の
中
の
癡

は
『
集
異
門
足
論
』
の
三
法
の
部
に
あ
げ
ら
れ
る
貪
瞋
癡
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
苦
集

滅
道
に
つ
い
て
の
無
知
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
善
友
と
は
仏
や
仏
弟
子
た
ち
が
詳
説

す
る
四
聖
諦
に
則
っ
た
行
を
行
ず
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
六
順
不
退
法
と
全
同

の
も
の
は
『
長
阿
含
経
』
巻
第
八
「
衆
集
経
」
や
『
大
集
法
門
経
』
巻
下
に
は
見
ら

れ
な
い
が
、『
長
部
経
典
』
第
三
十
三
経
「
サ
ン
ギ
ー
テ
ィ
・
ス
ッ
タ
ン
タ
」
に
は

ほ
ゞ
対
応
す
る
も
の
が
「
六
の
恭
敬
（cha gārava
）」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、
師
（satthar

）・
法
・
僧
・
学
・
不
放
逸
・
道
交
（pat

4isanthāra

）

に
恭
敬
が
あ
り
（sagāvara

）、
従
順
が
あ
り
（sappatissa
）
住
す
る
こ
と
、
と

な
っ
て
い
る
か
ら
、
三
宝
を
め
ぐ
る
恭
敬
心
を
以
っ
て
住
す
る
（viharati

）
こ
と

が
不
退
を
現
成
さ
せ
て
行
く
要
因
と
見
て
い
る
の
で
あ
る

）
11
（

。

　

次
に
善
知
識
性
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
し
た
も
の
を
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
『
四
分
律
』
巻
第
四
十
一
、
衣
犍
度
で
は
仏
陀
が
親
友
が
も
た
ら
す
七
法
を
次

の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。「
與
え
難
き
を
能
く
與
え
、
作
し
難
き
を
能
く
作
し
、
忍

び
難
き
を
能
く
忍
ぶ
、
是
れ
親
友
な
り
。
密
事
を
相
い
語
り
、
互
い
に
相
い
覆
蔵
し
、

苦
に
遭
う
も
捨
て
ず
、
貧
賤
に
し
て
輕
ん
ぜ
ず
、
此
く
の
如
き
七
法
、
人
能
く
行
ず

れ
ば
、
名
づ
け
て
親
友
と
爲
す
」。
こ
の
後
に
は
看
病
人
五
法
・
病
人
五
法
が
説
か

れ
て
い
る

）
11
（

。
大
乗
の
論
書
で
は
『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
第
二
十
五
、
声
聞
地
が
善
友
性

の
八
支
と
し
て
、
安
住
禁
戒
・
具
足
多
聞
・
能
有
所
證
・
性
多
哀
愍
・
心
厭
倦
・
善

能
堪
忍
・
無
有
怖
畏
・
語
具
円
満
を
あ
げ
、『
佛
性
論
』
巻
第
二
に
は
次
の
よ
う
な

善
友
七
分
が
説
か
れ
て
い
る
。
①
能
く
施
す
、
②
重
ん
ず
る
、
③
可
信
す
る
、
④
能

く
説
く
、
⑤
能
く
忍
受
す
る
と
、
⑥
深
き
を
説
く
、
⑦
弟
子
を
善
處
に
安
く
。
そ
し

て
こ
の
七
法
が
憐
愍
（
①
・
②
・
③
）
と
聡
明
（
④
・
⑥
）、
堪
忍
（
⑤
）
の
三
徳

に
お
さ
ま
り
、
最
後
の
⑦
は
三
徳
に
通
ず
る
こ
と
、「
唯
、
佛
世
尊
の
み
が
此
の
三

徳
を
備
う
る
が
故
に
、
衆
生
の
真
の
善
知
識
と
な
る
に
堪
ゆ
る
な
り
」
と
説
か
れ
て

い
る

）
11
（

。
中
国
仏
教
の
事
例
を
あ
げ
る
と
、『
法
苑
珠
林
』
巻
第
五
十
一
、
善
友
篇
で

は
善
知
識
が
具
足
す
る
十
法
と
し
て
、
無
寡
聞
失
・
無
退
行
失
・
無
散
乱
失
・
無
軽

慢
失
・
無
顛
倒
失
・
無
貪
求
失
・
無
瞋
恚
失
・
無
邪
行
失
・
無
著
我
失
・
無
小
行
失

を
あ
げ
て
い
る

）
11
（

。
こ
れ
ら
に
は
仏
法
を
介
し
て
苦
者
と
向
き
合
う
対
機
の
基
本
と
具

体
相
が
示
さ
れ
、
そ
の
善
知
識
性
が
語
ら
れ
て
い
る
。

お　

わ　

り　

に

　

初
め
に
取
り
上
げ
た
『
天
使
経
』
は
、
苦
者
の
姿
を
自
省
自
改
、
三
業
防
護
、
不

放
逸
を
促
す
天
使
と
見
な
す
特
異
な
経
典
で
あ
り
、
出
家
在
家
へ
の
教
授
に
生
か
さ

れ
て
い
た
こ
と
は
律
典
や
仏
教
史
書
の
伝
え
る
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
憍
り

（m
ada

）
の
遠
離
を
伴
っ
た
四
門
出
遊
の
伝
承
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
苦
者
と
の
遭

遇
を
出
離
苦
界
の
学
び
の
機
会
と
捉
え
、
智
・
悲
の
道
へ
と
教
導
す
る
意
趣
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
特
異
な
経
典
と
言
え
ば
『
華
厳
経
』
淨
行
品
も
そ
れ
に
当
た
る
。

こ
の
経
典
は
文
殊
菩
薩
が
一
四
〇
に
及
ぶ
願
偈
の
形
で
、
出
家
在
家
者
に
衣
食
住
の

日
常
生
活
に
即
し
た
身
口
意
三
業
に
わ
た
る
殊
勝
の
業
、
清
浄
の
業
、
無
染
の
業
、

先
導
の
業
を
説
く
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
凝
然
の
『
華
厳
経
品
釋
』
は
淨
行
品
と
い

う
名
称
を
「
萬
行
、
染
を
離
れ
る
を
淨
と
い
い
、
千
修
、
路
を
奔
る
を
行
と
い
う
」
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佛

　
教
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究

と
前
置
き
し
た
上
で
、
こ
の
品
の
骨
格
を
「
即
事
而
眞
の
嵐
、
妄
想
の
塵
を
払
う
。

託
事
而
顕
法
の
光
、
無
明
の
闇
を
照
ら
す
」
と
述
べ
て
い
る

）
11
（

。
日
常
生
活
の
場
で
遭

遇
す
る
事
象
が
仏
法
を
開
顕
し
、
妄
想
を
転
換
し
て
行
く
機
会
と
な
り
う
る
と
い
う

視
点
は
『
天
使
経
』
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
五
蘊
と
と
も
に
人
を
表
す
名
色
が
、
生
死
輪
図
の
中
で
苦
界
を
渡
る
舟
と
い

う
乗
り
物
で
視
覚
的
に
表
現
さ
れ
る
説
相
を
取
り
上
げ
た
。
世
親
の
『
中
辺
分
別

論
』
真
実
品
（
三
・
二
二
）
は

）
11
（

、
声
聞
乗
、
独
覚
乗
、
大
乗
の
三
種
の
乗
（yāna

）

を
、
そ
れ
ぞ
れ
他
に
依
る
、
他
に
依
ら
な
い
、
無
分
別
に
依
る
生
死
の
過
失

（dos

4a

）
か
ら
の
出
離
（niryāna

）
を
目
指
す
も
の
と
規
定
し
て
い
る
。
小
乗
も
大

乗
も
出
離
苦
界
と
い
う
所
求
を
成
就
す
る
た
め
の
乗
り
物
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
厭
穢
・
欣
淨
と
い
う
指
向
性
を
持
っ
た
乗
り
物
を
、
得
難
き
人
身
に
即
し
て
舟
に

譬
え
る
の
は
、
身
器
を
法
器
へ
と
生
か
す
転
換
の
促
し
で
あ
り
、
遭
い
難
き
仏
出
世

に
即
し
て
仏
法
や
誓
願
を
船
に
譬
え
る
の
は
、
仏
道
に
通
底
す
る
苦
者
と
向
き
合
う

悲
者
性
の
発
露
で
あ
る

）
11
（

。

　

最
後
に
仏
教
の
価
値
意
識
の
表
明
で
あ
る
三
宝
が
、
医
療
の
業
と
の
類
比
で
説
か

れ
る
四
諦
説
に
呼
応
し
て
、
苦
を
癒
す
良
医
・
良
薬
・
看
護
人
と
い
う
譬
喩
で
説
か

れ
る
こ
と
を
取
り
上
げ
た
。
仏
（
良
医
）
や
僧
（
看
護
人
）
は
善
知
識
（
善
友
）
と

さ
れ
、
そ
れ
に
親
近
恭
敬
す
る
こ
と
が
苦
か
ら
の
出
離
を
所
求
と
す
る
仏
道
の
全
因

縁
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
釈
尊
成
道
後
の
瞑
想
を
伝
え
る
『
相
応
部
経
典
』
有
偈
品

梵
天
相
応
に
は
、「
ま
こ
と
に
、
恭
敬
す
る
こ
と
な
く
従
順
す
る
こ
と
な
く
住
ま
う

こ
と
は
苦
し
み
で
あ
る
（dukkham

4　

kho agāravo viharati appt

4isso

）」
と

あ
り
、
対
応
す
る
『
雑
阿
含
経
』
巻
第
四
十
四
所
収
の
「
尊
重
経
」
に
は
、「
恭
敬

せ
ざ
る
者
は
則
ち
大
苦
を
為
す
」
と
あ
る
。
こ
の
成
道
直
後
の
釈
尊
の
吐
露
に
、
親

近
善
知
識
が
仏
道
の
全
因
縁
と
言
わ
れ
る
所
以
が
示
さ
れ
て
い
る
。
経
の
末
尾
の
偈

に
よ
れ
ば
、
恭
敬
し
従
順
す
る
そ
の
所
慿
は
過
現
未
の
諸
仏
が
そ
こ
に
住
す
る
正
法

で
あ
る

）
11
（

。
恭
敬
あ
る
い
は
尊
重
・
敬
重
・
愛
重
な
ど
と
訳
さ
れ
るʻgāravaʼ 

ʻgauravaʼ

は
、
も
と
も
と
重
さ
、
重
要
性
、
価
値
な
ど
を
意
味
す
る
語
で
、
そ
の

後
の
仏
教
で
は
善
の
心
所
で
あ
る
慚
（hrī

）
を
自
性
と
し
、
愛
（prem

an.

染
汚

の
愛
は
渇
愛trsn44
4ā

で
あ
る
の
に
対
し
、
不
染
汚
の
愛
は
信śradhā

を
い
う
）
と

一
対
に
な
っ
た
愛
敬
と
し
て
、
出
離
苦
界
の
道
の
骨
格
を
成
し
て
行
く
の
で
あ
る

）
1（
（

。

　　
　
註

（
（
）『
雑
阿
含
経
』
巻
第
十
五
（
大
正
二
・
一
〇
五
上
）。『
醫
喩
経
』（
大
正
四
・
八
〇
二

上
）。『
成
實
論
』
巻
第
十
五
、
見
一
諦
品
（
大
正
三
二
・
三
六
二
下
）。『
雑
阿
毘
心
論
』

巻
第
十
、
擇
品
（
大
正
二
八
・
九
五
三
中
）。『
阿
毘
曇
心
論
』
巻
第
五
、
修
多
羅
品
（
大

正
二
八
・
八
六
一
上
）。『
俱
舎
論
』
巻
第
二
十
二
、
賢
聖
品
（
大
正
二
九
・
一
一
三
下
）。

U
.W

ogihara

（ed

） Sak.Ⅱ
. p.（（（

。
櫻
部
建
・
小
谷
信
千
代
訳
『
倶
舎
論
の
原
典
解
明　

賢
聖
品
』
十
頁
。『
順
正
理
論
』
巻
第
五
十
七
、
辨
聖
賢
品
（
大
正
二
九
・
六
六
一
下
）。

『
顕
宗
論
』
巻
第
二
十
九
、
辨
聖
賢
品
（
大
正
二
九
・
九
一
四
上
）。
ド
ミ
エ
ヴ
ィ
ル
は

ケ
ル
ン
が
仏
教
の
四
諦
説
や
、
６
世
紀
頃
の
著
作
と
思
わ
れ
る
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
の

註
釈
書
（
２
・
１
５
）
に
み
ら
れ
る
医
療
論
的
記
述
が
イ
ン
ド
医
学
か
ら
の
借
用
で
あ

る
と
見
る
の
は
早
計
で
あ
る
と
い
う
フ
ィ
リ
オ
ザ
の
見
解
を
紹
介
し
て
い
る

（H
O

BO
GIRIN

（
法
寶
義
林
）Ⅲ

・BY
O

. p.（（（~（（0

）。
ジ
ス
ク
『
古
代
イ
ン
ド
の

苦
行
と
癒
し
』
に
も
関
連
す
る
指
摘
が
あ
る
（
梶
田
昭
訳
第
一
部
第
三
章
）。
村
上
真
完

「
無
欲
と
無
所
有
」（『
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
第
二
十
九
号
所
収
）
二
〇
九
頁
以

下
参
照
。

（
（
）SN

. Ⅴ
. （（. （. （（

。『
雑
阿
含
経
』
巻
第
十
五
（
大
正
二
・
一
〇
八
上-

中
）。『
雑
阿

毘
心
論
』
巻
第
一
（
大
正
二
八
・
八
七
〇
下
）。
ヘ
ル
マ
ン
・
ベ
ッ
ク
は
シ
ン
サ
パ
ー
林
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苦
を
め
ぐ
る
教
相

の
教
え
を
仏
陀
が
象
徴
を
用
い
た
沈
黙
の
原
理
の
的
確
な
説
明
で
あ
る
と
い
う
（
渡
辺

照
宏
訳
『
仏
教
』
上
、
岩
波
文
庫
、
一
四
八
頁
）。

（
（
）『
大
智
度
論
』
巻
第
二
（
大
正
二
五
・
七
四
下
）。
ラ
モ
ッ
ト
は
仏
訳
研
究
の
註
で
無

記
に
言
及
し
て
い
る
（
第
一
巻
・
一
五
四
頁
の
註
一
）。
川
崎
信
定
『
一
切
智
思
想
の
研

究
』
第
四
章
参
照
。

（
（
）『
大
智
度
論
』
巻
第
二
七
（
大
正
二
五
・
二
五
六
下
）。
十
八
不
共
法
は
『
阿
毘
達
磨

大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
十
七
や
『
倶
舎
論
』
巻
第
二
十
七
で
は
十
力
・
四
無
畏
・
大
悲
・

三
念
住
を
言
う
。『
俱
舎
論
』
Ⅶ
、 

智
品
は
仏
の
大
悲
は
世
俗
智
（sam

4vr

4ti-jñāna

）
を

性
と
為
す
と
い
う
。A

kbh.V
aidya

（ed

）p.（（（

．
大
乗
の
十
八
不
共
法
は
内
容
が
異
な

り
大
悲
と
い
う
名
の
徳
は
な
い
が
、
例
え
ば
そ
の
中
の
「
無
異
想
」
を
『
大
智
度
論
』

巻
第
二
十
六
が
、
大
悲
の
光
明
の
譬
え
で
一
切
時
に
一
切
衆
生
を
無
分
別
に
照
ら
す
と

い
う
解
説
な
ど
は
平
等
の
慈
悲
を
表
し
て
い
る
。
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
『
サ
ウ
ン
ダ

ラ
ナ
ン
ダ
』（（ : （（

で
は
抜
苦
与
楽
の
慈
悲
を
「
彼
の
善
逝
に
帰
命
あ
れ
。
わ
が
た
め

に
幸
を
望
む
（hitais

4in

）
こ
の
自
性
悲
者
（karun

4ā-ātm
aka

）
に
よ
り
て
、
多
く
の

苦
は
除
か
れ
更
に
安
楽
（sukha

）
は
附
与
さ
れ
た
り
」（
松
濤
誠
廉
『
馬
鳴　

端
正
な

る
難
陀
』
一
三
四-

一
三
五
頁
）
と
表
現
し
て
い
る
。『
法
華
経
』
薬
草
喩
品
は

ʻkarun

4ā-ātm
akaʼ

をʻm
ahā-vaidyaʼ

（
偉
大
な
医
師
）
で
あ
る
如
来
の
出
現
に
関
し

て
使
用
し
て
い
る
。SP. W

ogihara&
T

suchida

（ed

）p.（（（.

マ
ー
ト
リ
チ
ェ
ー
タ

『
百
五
十
讃
』
Ⅵ
． 

慈
悲
の
讃
嘆
（karun

4ā-stava

）
で
は
、
仏
陀
は
煩
悩
に
縛
ら
れ
て

い
る
（bandha

）
人
々
を
解
脱
さ
せ
よ
う
と
、
長
い
間
、
慈
悲
に
縛
ら
れ
て
い
た

（（（

）、
そ
れ
故
、
仏
陀
の
身
体
に
住
む
慈
悲
は
、
自
身
に
は
無
慈
悲
で
あ
っ
た
（（（
）

と
讃
嘆
し
て
い
る
（
奈
良
康
明
訳
。
中
村
元
編
『
原
始
仏
典
』
三
二
九-

三
三
〇
頁
）。

S. Bailey

（ed

）p.（（-（（.

『
大
乗
荘
厳
経
論
』
Ⅳ
発
心
章
第
２
６
偈
に
は
、
悲
を
本
性
と

す
る
（kr

4pā - ātm
aka

）
菩
薩
に
は
苦
の
恐
怖
（trāsa

）
は
な
く
、
阿
鼻
地
獄
さ
え
楽

し
み
（ram

ya

）
と
な
る
と
あ
る
。M

SA
. S.Lévi（ed

）p.（（.

（
（
）M

N
. Ⅲ

. p.（（（f.

『
中
阿
含
経
』
巻
第
十
二
（
大
正
一
・
五
〇
三
上-

五
〇
六
上
）。

『
増
壹
阿
含
経
』
巻
第
二
十
四
（
大
正
二
・
六
七
四
中-

六
七
六
中
）。『
鐵
城
泥
犁
経
』

（
大
正
一
・
八
二
六-

八
二
八
中
）。『
閻
羅
王
五
天
使
者
経
』（
大
正
一
・
八
二
八
中-

八
二
九
中
）。『
立
世
阿
毘
曇
論
』
巻
第
八
（
大
正
三
二
・
二
一
三
中-

二
一
五
上
）。

A
N

. Ⅰ
. p.（（（ f.

『
長
阿
含
経
』
巻
第
十
九
（
大
正
一
・
一
二
六
中-

一
二
七
中
）。

『
起
世
経
』
巻
第
四
（
大
正
一
・
三
三
○-

三
三
一
下
）。『
起
世
因
本
経
』
巻
第
四
（
大

正
一
・
三
八
五
下-

三
八
六
下
）。
C
本
を
中
心
に
地
獄
に
関
す
る
所
説
に
焦
点
を
当
て

た
研
究
に
牧
達
玄
「『
増
一
阿
含
経
善
聚
品（（-（

・
天
使
経
』」（『
印
仏
研
』（（-（

、

（（-（

）
が
あ
る
。

（
（
）D

īpavam

4sa.（（:（0.（（:（.M
ahāvam

4sa.（（:（（.（（:（（.Sam
anta

‐pāsādikā.p.（（&
（0.

『
善
見
律
毘
婆
沙
』
巻
第
二
（
大
正
二
四
・
六
八
五
中
）

（
（
）SN

. K
osala-sam

4yutta.（.（（.ayyakā.Ⅰ
. p. （（

に
も
同
じ
表
現
が
あ
る
。
漢
語
訳

仏
典
の
死
苦
の
記
述
に
は
九
相
の
観
想
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
山
本
聡
美
・
西
山

美
香
編
『
九
相
図
資
料
集
成
』
資
料
篇
一
八
○-

一
八
四
頁
。

（
（
）M

N
. N

o.（（ A
m

balatt4
4hikā-Rahulovāda-suttanta.Ⅰ

. p.（（（. 

修
養
の
場
に
お
け

る
身
口
意
三
業
の
三
分
法
に
つ
い
て
は
姉
崎
正
治
「
佛
教
に
於
け
る
身
口
意
三
業
観
」

（『
已
弁
集
（
佛
教
聖
典
史
論
）』
所
収
）
を
参
照
。
苦
の
感
受
を
修
道
の
縁
と
受
け
止
め

る
こ
と
に
関
し
て
、
袾
宏
の
『
竹
窓
随
筆
』
で
は
病
が
人
命
無
常
を
悔
悟
す
る
と
し
て

「
病
者
衆
生
之
良
薬
」
と
見
な
し
、
永
観
は
「
病
是
眞
善
知
識
也
」（『
拾
遺
往
生
傳
』
巻

下
、『
大
日
本
佛
教
全
書
』
新
編
第
六
八
巻
二
二
三
頁
以
下
。『
続
浄
全
』
十
七
、
八
六

頁
上
）
と
見
る
。
法
然
は
悪
縁
多
き
愚
癡
の
身
が
心
を
護
り
信
心
を
催
す
方
法
と
し
て
、

「
人
の
苦
に
あ
ふ
を
見
て
三
途
の
苦
を
お
も
ひ
や
れ
。
あ
る
い
は
人
の
し
ぬ
る
を
見
て
無

常
の
こ
と
わ
り
を
さ
と
れ
」
と
語
っ
て
い
る
（「
十
二
箇
條
の
問
答
」、『
和
語
燈
録
』
所

収
）。
智
演
『
夢
中
松
風
論
』
第
十
は
こ
れ
を
念
死
念
仏
の
法
語
と
受
け
止
め
て
い
る

（
拙
稿
「
念
死
念
仏
」、『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
二
七
号
）。

（
（
）『
釋
氏
要
覧
』
巻
下
（
大
正
五
四
・
三
〇
三
下
）。

（
（0
）『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雜
事
』
巻
第
十
七
（
大
正
二
四
・
二
八
三
上
）。『
根
本
説

一
切
有
部
毘
奈
耶
頌
』
巻
下
に
は
「
温
室
幷
浴
室　

畫
作
五
天
使　

生
老
病
死
繋　

其

事
准
經
爲
」（
大
正
二
四
・
六
五
六
中
）
と
あ
る
。



一
四

　
　
　
　
佛

　
教

　
文

　
化

　
研

　
究

（
（（
）『
十
誦
律
』
巻
第
三
十
七
（
大
正
二
三
・
二
七
〇
中
）、
巻
第
五
十
七
（
四
二
二
上
）。

『
薩
婆
多
部
毘
尼
摩
得
勒
伽
』
巻
第
六
（
大
正
二
三
・
六
〇
三
下
）。『
増
壹
阿
含
経
』
巻

第
二
十
八
（
大
正
二
・
七
〇
三
上
）。『
温
室
洗
浴
衆
僧
経
』
で
は
洗
浴
除
七
病
・
得
七

福
が
説
か
れ
る
（
大
正
一
六
・
八
〇
二
下
）。『
四
分
律
』
巻
第
五
十
（
大
正
二
二
・
九

四
二
上
）、『
摩
訶
僧
祇
律
』
巻
第
三
十
五
（
大
正
二
二
・
五
〇
八
下
）、『
毘
尼
母
経
』

巻
第
六
（
大
正
二
四
・
八
三
五
上
）。『
チ
ャ
ラ
カ
・
サ
ン
ヒ
タ
ー
』
第
一
巻
シ
ュ
ロ
ー

カ
ス
タ
ー
ナ
、
第
（（
章
の
発
汗
法
・
（（
に
は
温
室
の
構
造
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

医
師
は
患
者
を
「
幸
福
（kalyān
4a

）
と
健
康
（arogya

）
の
た
め
に
入
り
た
ま
え
」
と

言
っ
て
温
室
に
案
内
す
る
と
い
う
。Caraka-Sam

4hitā ; Sharm
a （ed

） vol.（.p.（（. 

矢

野
道
雄
『
イ
ン
ド
医
学
概
論
』
一
〇
二
頁
参
照
。

（
（（
）『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雜
事
』
巻
第
三
（
大
正
二
四
・
二
一
九
上
）。

U
dāna.（.（.p.（（.M

N
. N

o.（（. A
riyapariyesana-sutta. p.（（（.

そ
の
他
。
長
尾
雅
人

「
仏
陀
の
沈
黙
と
そ
の
中
観
的
意
義
」（『
中
観
と
唯
識
』
所
収
）
を
参
照
。

（
（（
）『
大
般
涅
槃
経
』
巻
第
二
十
九
（
大
正
一
二
・
五
三
六
上
）、
巻
第
二
十
七
（
同
七
八

一
上
）。『
大
智
度
論
』
巻
第
十
二
（
大
正
二
五
・
一
五
〇
上
）。A

K
bh. Ⅲ

. p.（（（.

『
瑜

伽
師
地
論
』
巻
第
六
十
六
（
大
正
三
〇
・
六
六
六
上
）。V

isuddhi-m
agga.（. p.（（（

．

本
庄
良
文
『
梵
文
和
譯　

決
定
義
經
・
註
』
七
〇
頁
参
照
。N

. H
. Sam

tani（ed

）p.（（0. 

仏
教
と
仏
教
以
前
に
お
け
る
名
色
に
つ
い
て
は
中
村
元
『
原
始
仏
教
の
思
想
』
下
、
一

二
七
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）『
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
』
巻
第
三
十
四
（
大
正
二
三
・
八
一
一
上
）。

D
ivyavadāna.（（

に
も
五
趣
生
死
輪
へ
の
言
及
が
あ
る
。
平
岡
聡
『
ブ
ッ
ダ
が
謎
解
く

三
世
の
物
語
』
上
、
五
三
九
頁
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
生
死
輪
図
に
つ
い
て
は
、L.A

. 
Govinda;Foundations of T

ibetan M
ysticism

.p.（（（. 

山
田
耕
二
訳
『
チ
ベ
ッ
ト
密

教
の
真
理
』
三
七
○
頁
を
参
照
。
潮
音
（
一
七
八
三-

一
八
三
六
）
の
『
五
趣
生
死
輪

縁
由
』（
天
保
三
年
刊
）
で
は
、
名
色
を
「
色
受
想
行
の
舩
に
識
が
の
り
て
此
の
世
に
こ

ぎ
来
る
ゆ
え
な
る
べ
し
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
林
雅
彦
「
ア
ジ
ア
に
流
伝
す
る
〈
生
死

輪
〉
と
絵
解
き
」（
林
雅
彦
編
『
生
と
死
の
図
像
学
』
所
収
）
参
照
。

（
（（
）Śiks

4āsam
ccaya.Ⅹ

Ⅲ
. Ⅴ

aidya 

（ed

） p.（（（-（（（. 

『
大
乗
集
菩
薩
学
論
』
巻
第
十
六

（
大
正
三
二
・
一
二
一
上
）。『
大
集
経
』
巻
第
二
十
五
（
大
正
一
三
・
一
七
六
下
）、『
大

寶
積
経
』
巻
第
一
百
一
十
七
（
大
正
一
一
・
六
六
一
中
）。
高
崎
直
道
『
如
来
蔵
思
想
の

形
成
』
六
九
一
頁
以
下
参
照
。『
大
寶
積
経
』
巻
第
九
十
六
（
大
正
一
一
・
五
四
〇
下
）。

『
無
畏
授
所
問
大
乗
経
』
巻
中
（
大
正
一
二
・
六
八
上
）。

（
（（
）BCA

. V
aidya 

（ed

）p.（（.Ⅶ
. ibid. p.（（（. 

金
倉
圓
照
訳
『
悟
り
へ
の
道
』
六
二
頁
、

一
〇
八
頁
。『
菩
提
行
経
』
巻
第
二
（
大
正
三
二
・
五
五
〇
下-

五
五
一
上
）。
生
死
と

大
海
の
相
似
す
る
五
相
と
し
て
『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
第
七
十
（
大
正
三
〇
・
六
八
八
上
）

は
無
辺
・
深
甚
・
難
度
・
不
可
飲
・
大
宝
所
依
を
あ
げ
る
。

（
（（
）『
増
壹
阿
含
経
』
巻
第
四
十
（
大
正
二
・
七
六
七
上
）
に
は
「
如
来
出
現
世
間
甚
難
爲

難
値
。
人
身
難
得
」
と
あ
る
。『
大
乗
集
菩
薩
学
論
』
巻
第
一
（
大
正
三
二
・
七
五
中
）

は
『
華
厳
経
』
入
法
界
品
の
「
得
人
身
難
。
離
諸
難
難
。
得
無
難
難
。
得
淨
法
難
。
値

佛
世
難
。
具
諸
根
難
。
聞
佛
法
難
。
逢
眞
善
知
識
難
。
受
如
理
正
教
難
。
得
正
命
難
」

（
大
正
九
・
七
〇
〇
下
、
同
一
〇
・
三
四
六
中
）
を
引
用
し
て
い
る
。GV

. V
aidya

（ed

）

p.（0. Śiks

4ā.ibid.p. （.

（
（（
）『
長
阿
含
経
』
巻
第
二
（
大
正
一
・
一
二
下
）。『
華
厳
経
』
巻
第
五
十
八
（
大
正
九
・

七
六
九
上
）。K

P. H
olstein

（ed

）§（（（. GV
. V

aidya

（ed

）p.（（（. 

仏
典
に
出
る
船
の

譬
喩
に
つ
い
て
は
『
義
楚
六
帖
』
巻
二
十
三
に
舩
筏
の
項
目
が
あ
る
（
山
路
芳
範
編
集

本
五
一
〇
頁
）。
同
書
巻
之
四
の
損
悩
有
情
部
に
は
生
・
老
・
病
・
死
・
苦
難
な
ど
の
項

目
が
あ
る
。『
諸
徳
福
田
経
』
で
七
福
田
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
る
「
作
牢
堅
船
。
済
度
人

民
」
の
図
は
敦
煌
莫
高
窟
の
隋
・
第
三
〇
二
窟
に
、「
療
救
衆
病
」
の
図
は
北
周
・
第
２

９
６
窟
に
見
ら
れ
る
。
法
然
は
『
選
択
集
』
第
十
六
章
で
「
希
れ
に
津
を
問
う
者
に
は

示
す
に
西
方
の
通
津
を
以
て
し
、
適
た
ま
行
を
尋
ぬ
る
者
に
は
誨
え
る
に
念
佛
の
別
行

を
以
て
す
」
と
西
方
浄
土
へ
の
港
を
語
り
、「
往
生
大
要
抄
」
で
は
易
行
道
を
「
た
だ
彌

陀
の
願
の
ふ
ね
に
の
り
て
の
み
生
死
の
う
み
を
わ
た
り
て
極
楽
の
き
し
に
は
つ
く
べ
き

な
り
。
い
ま
こ
の
ふ
ね
と
い
は
す
な
わ
ち
彌
陀
の
本
願
に
た
と
ふ
る
也
」
と
語
っ
て
い

る
。
初
期
・
大
乗
経
典
に
み
る
ブ
ッ
ダ
の
度
と
い
う
救
済
性
に
つ
い
て
は
、
香
川
孝
雄



一
五

　
　
　
　
苦
を
め
ぐ
る
教
相

『
浄
土
教
の
成
立
史
的
研
究
』
第
五
章
第
一
節
、
並
川
孝
儀
『
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
考
』

第
一
章
第
四
節
を
参
照
。

（
（（
）『
修
行
本
起
経
』
巻
上
（
大
正
三
・
四
六
三
上
）。『
長
阿
含
経
』
巻
第
一
（
大
正
一
・

四
中
）。『
四
分
現
寶
蔵
経
』
巻
下
（
大
正
一
四
・
四
六
一
下
）。『
乳
光
佛
経
』（
大
正
一

七
・
七
五
四
下
）。『
太
子
瑞
應
本
起
経
』
巻
上
（
大
正
三
・
四
七
三
中
）。『
私
呵
昧
経
』

（
大
正
一
四
・
八
一
〇
中
）。『
過
去
現
在
因
果
経
』
巻
第
一
（
大
正
三
・
六
二
五
上
）。

『
入
大
乗
論
』
巻
下
（
大
正
三
二
・
四
七
中
）。『
方
廣
大
荘
厳
経
』
巻
第
三
（
大
正
三
・

五
五
三
上
）、
巻
第
十
二
（
同
・
六
一
三
下
）。『
大
寶
積
経
』
巻
第
六
十
二
（
大
正
一

一
・
三
五
七
下
）。
同
巻
第
四
十
三
（
同
・
二
五
一
下
）。

（
（0
）『
増
壹
阿
含
経
』
巻
第
二
十
四
（
大
正
二
・
六
七
七
上
）。『
受
新
歳
経
』（
大
正
一
・

八
五
八
中
）。『
方
廣
大
荘
厳
経
』
巻
第
八
（
大
正
三
・
五
八
五
上
）。

（
（（
）『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
三
十
四
（
大
正
二
七
・
一
七
八
中
）。『
大
智
度
論
』

巻
第
二
十
二
（
大
正
二
五
・
二
二
四
上
）、『
俱
舎
論
』
巻
第
二
十
五
（
大
正
二
九
・
一

三
三
中
）。『
雑
阿
毘
曇
心
論
』
巻
第
十
（
大
正
二
八
・
九
五
三
中
）。

（
（（
）SN

. I. p. （（-（（. 

『
雑
阿
含
経
』
巻
第
四
十
六
（
大
正
二
・
三
三
九
上-

中
）。
法
然
は

「
正
如
房
へ
つ
か
は
す
御
文
」
の
中
で
、「
一
向
に
凡
夫
の
善
知
識
を
お
ほ
し
め
し
す
て

て
、
佛
を
善
知
識
に
た
の
み
ま
い
ら
せ
給
ふ
べ
く
候
」（『
和
語
燈
録
』
所
収
）
と
述
べ

て
い
る
。
智
顗
『
摩
訶
止
観
』
巻
第
四
下
（
大
正
四
六
・
四
三
上
）
は
、
二
十
五
方
便

中
の
五
縁
の
一
つ
と
し
て
得
善
知
識
を
取
り
上
げ
、「
知
識
に
三
種
有
り
。
一
に
は
外
護
、

二
に
は
同
行
、
三
に
は
教
授
な
り
」
と
言
う
。

（
（（
）『
阿
毘
達
磨
集
異
門
足
論
』
巻
第
十
五
（
大
正
二
六
・
四
九
九
下
）。D

N
. N

o.（（.
San
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（
（（
）『
四
分
律
』
巻
第
四
十
一
（
大
正
二
二
・
八
六
一
上
）。
律
典
の
看
病
人
法
に
つ
い
て

は
拙
稿
「
仏
教
看
護
の
基
本
と
そ
の
原
型
」（
藤
本
浄
彦
・
藤
堂
俊
英
編
『
仏
教
と
看

護
』
所
収
）
を
参
照
。

（
（（
）『
瑜
伽
師
地
論
』
巻
第
二
十
五
（
大
正
三
〇
・
四
一
七
上

-

中
）。
大
正
大
学
総
合
研

究
所
研
究
叢
書
第
（
巻
『
瑜
伽
論　

声
聞
地
』
二
一
二

-

二
一
三
頁
。『
佛
性
論
』
巻
第

二
（
大
正
三
一
・
八
〇
〇
中
）。

（
（（
）『
法
苑
珠
林
』
巻
第
四
十
一
（
大
正
五
三
・
六
六
八
中
）。

（
（（
）『
華
厳
經
品
釋
』（『
日
本
大
蔵
経
』
第
一
巻
、
七
下
）。
平
川
彰
「
初
期
大
乗
仏
教
徒

の
宗
教
生
活
」（
中
村
元
編
集
『
華
厳
思
想
』
所
収
）
で
は
本
経
を
「
在
家
出
家
の
菩
薩

の
日
常
生
活
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
他
に
例
を
見
な
い
特
異
な
経
典
」
と
指
摘
し

て
い
る
。
全
一
四
〇
偈
の
中
に
は
今
日
で
も
使
わ
れ
る
三
帰
や
洗
浴
の
偈
が
あ
る
。
近

代
に
お
け
る
本
経
の
講
説
書
と
し
て
黒
田
眞
洞
序
、
釋
雲
照
校
閲
、
釋
諦
善
講
述
『
華

厳
経
淨
行
品
講
習
便
覧
』（
浄
土
教
報
社
、
明
治
三
十
三
年
刊
）
な
ど
が
あ
る
。

（
（（
）M
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山
口
益
編
『
漢
蔵
対
照
弁
中

辺
論
』
六
六-

六
七
頁
。

（
（（
）『
十
住
毘
婆
沙
論
』
巻
第
五
、
易
行
品
（
大
正
二
六
・
四
一
中
）。
曇
鸞
『
無
量
寿
経

優
婆
提
舎
願
生
偈
』
巻
上
（
大
正
四
〇
・
八
二
上
）。
な
お
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』

巻
第
八
十
一
、
結
蘊
（
大
正
二
七
・
四
二
〇
上

-

中
）
で
は
、
契
経
に
い
う
「
四
静
慮

は
皆
こ
れ
樂
住
な
り
」
に
つ
い
て
論
ず
る
際
に
、
陸
路
（
艱
難
）
と
乗
船
の
譬
え
を
使

用
し
て
い
る
。

（
（0
）SN

. Ⅰ
. p.（（（.

『
雑
阿
含
経
』
巻
第
四
十
四
（
大
正
二
・
三
二
一
下
）。

（
（（
）『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
二
十
九
（
大
正
二
七
・
一
五
〇
下-

一
五
一
上
）。

A
K

bh.Pradhan

（ed

）p.（0.

『
俱
舎
論
』
巻
第
四
（
大
正
二
九
・
二
一
上
）。『
倶
舎
釋

論
』
巻
第
三
（
同
・
一
八
〇
上-

中
）。





一
七

　
　
　
　
孔
子
と
そ
の
母
の
死
に
つ
い
て

は
じ
め
に

　

孔
子
は
紀
元
前
六
世
紀
か
ら
前
五
世
紀
の
人
で
、
山
東
省
、
当
時
の
名
前
で
は
、

魯
の
国
の
生
ま
れ
で
あ
る
（
前
五
五
一
年
）。

　

孔
子
の
青
年
時
代
は
苦
労
の
多
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

孔
子
は
後
に
魯
の
国
に
仕
え
る
が
、
内
乱
の
た
め
に
魯
の
国
を
追
わ
れ
、
自
分
を

用
い
て
く
れ
る
君
主
を
求
め
て
、
諸
国
放
浪
の
旅
に
出
る
。
一
四
年
の
間
、
衛
・

曹
・
宋
・
鄭
・
陳
・
蔡
・
葉
・
楚
の
国
々
を
回
り
、
何
回
も
命
を
落
と
す
よ
う
な
危

険
に
み
ま
わ
れ
、
最
後
に
衛
の
国
か
ら
魯
に
帰
っ
て
、
そ
の
の
ち
国
を
出
る
こ
と
な

く
、
儒
教
の
典
籍
の
整
理
と
弟
子
の
教
育
に
専
念
し
、
前
四
七
九
年
に
七
三
歳
で
亡

く
な
っ
て
い
る
。

　

孔
子
の
言
行
録
、『
論
語
』
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
伝
記
に
つ
い
て
は
司
馬
遷

の
『
史
記
』
孔
子
世
家
が
あ
る
。
主
と
し
て
『
論
語
』
と
『
史
記
』
孔
子
世
家
に
よ

り
、
孔
子
と
そ
の
母
の
死
に
つ
い
て
述
べ
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
種
々
の
儒
教
の
典

籍
に
よ
り
つ
つ
、
儒
教
の
葬
と
服
喪
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

　

論
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
先
学
の
多
く
の
著
作
を
参
考
に
し
、
ま
た
特
に
加

地
伸
行
氏
の
孔
子
と
論
語
、
儒
教
に
か
ん
す
る
一
連
の
著
作
に
多
く
教
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
。

　
『
論
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
儒
教
の
典
籍
に
つ
い
て
は
、
阮
元
校
勘
の
十
三
経
注

疏
本

）
（
（

を
用
い
、『
史
記
』
に
つ
い
て
は
中
華
書
局
評
点
本

）
（
（

を
用
い
る
。

一　

　

司
馬
遷
『
史
記
』
孔
子
世
家
に
よ
れ
ば
、
孔
子
の
出
生
と
そ
の
一
生
の
概
略
に
つ

い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

孔
子
生
魯
昌
平
郷
陬
邑
、
其
先
宋
人
也
、
曰
孔
防
叔
、
防
叔
生
伯
夏
、
伯
夏
生

叔
梁
紇
、
紇
與
顔
氏
女
野
合
而
生
孔
子
、
禱
於
尼
丘
得
孔
子
、
魯
襄
公
二
十
二

年
而
孔
子
生
、
生
而
首
上
圩
頂
、
故
因
名
曰
丘
云
、
字
仲
尼
、
姓
孔
氏
。

孔
子
は
、
魯
の
昌
平
郷
、
陬す

う

邑ゆ
う

に
生
ま
る
。
其
の
先
は
、
宋
人
な
り
。
孔
防
叔

と
曰
う
。
防
叔
、
伯
夏
を
生
み
、
伯
夏
、
叔

し
ゆ
く

梁り
よ
う

紇こ
つ

を
生
む
。
紇
は
、
顔
氏
の

女む
す
めと

野
合
し
て
孔
子
を
生
む
。
尼
丘
に
祈
り
て
孔
子
を
得
た
り
。
魯
の
襄
公
二

十
二
年
に
し
て
孔
子
、
生
ま
る
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
、
首
上
、
圩う

頂ち
ょ
うな

り
。

故
に
因
り
て
名
づ
け
て
丘
と
曰
う
。
字
は
仲
尼
、
姓
は
孔
氏
な
り
。

孔
子
は
、
魯
の
昌
平
郷
の
陬す

う
ゆ
う邑

に
生
ま
れ
た
、
孔
子
の
先
祖
は
、
宋
の
人
で
あ
る
。

（
先
祖
は
）
孔
防
叔
と
い
っ
た
。
孔
防
叔
の
子
は
伯
夏
で
あ
り
、
伯
夏
の
子
は

叔し
ゅ
く
り
ょ
う
こ
つ

梁
紇
で
あ
る
。（「
叔
梁
」
は
孔
紇
の
字
で
あ
る
と
い
う

）
（
（

。）
孔
紇
は
、
顔
氏
の
娘

　
孔
子
と
そ
の
母
の
死
に
つ
い
て　
　

―
儒
教
の
葬
と
霊
魂
観

―

�
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一
八

　
　
　
　
佛

　
教

　
文

　
化

　
研

　
究

と
野
合
し
、
孔
子
が
生
ま
れ
た
。
魯
に
あ
る
尼じ

丘き
ゅ
うに

祈
っ
て
、
孔
子
が
生
ま
れ
た
。

そ
れ
は
魯
の
襄
公
二
二
年
で
あ
っ
た
。
孔
子
は
生
ま
れ
つ
き
そ
の
頭
が
く
ぼ
ん
で
い

た
。
そ
れ
で
丘
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
字
は
仲
尼
で
あ
り
、
姓
は
孔
氏
で
あ
る
。

　

司
馬
遷
が
孔
子
の
出
生
を
「
野
合
」
と
記
し
た
こ
と
か
ら
、
の
ち
の
儒
家
に
と
っ

て
は
、
聖
人
の
出
生
が
野
合
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
き
わ
め
て
具

合
の
わ
る
い
こ
と
に
な
っ
た
。

　

白
川　

静
氏
は
、『
史
記
』
に
「
尼
丘
に
祈
り
て
孔
子
を
得
た
り
」（
禱
於
尼
丘
得

孔
子
）
と
あ
り
、
さ
ら
に
の
ち
の
文
章
に
「
俎そ

豆と
う

」（「
俎

ま
な
い
た」

も
「
豆

た
か
つ
き」

も
祭
祀
の
と

き
、
犠
牲
や
供
物
を
載
せ
る
祭
具
）
の
こ
と
ば
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
、
孔
子
の
母

は
尼
山
で
神
に
祈
る
巫
女
で
あ
り
、『
史
記
』
に
は
父
の
名
が
記
さ
れ
る
も
の
の
、

そ
れ
は
事
実
で
は
な
く
て
、
父
は
母
の
も
と
に
し
の
び
通
う
名
も
知
ら
れ
ぬ
ひ
と
で

あ
っ
た
ろ
う
、
と
い
う

）
（
（

。

　

こ
の
「
野
合
」
に
つ
い
て
、『
史
記
』
の
注
釈
で
あ
る
唐
の
司
馬
貞
の
『
史
記
索

隠
』
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

『
家
語
』
云
、「
梁
紇
娶
魯
之
施
氏
、
生
九
女
、
其
妾
生
孟
皮
、
孟
皮
病
足
、
乃

求
婚
於
顔
氏
、
徵
在
從
父
命
爲
婚
」、
其
文
甚
明
、
今
此
云
「
野
合
」
者
、
蓋

謂
梁
紇
老
而
徵
在
少
、
非
當
壯
室
初
笄
之
禮
、
故
云
野
合
、
謂
不
合
禮
儀
。

『
家
語
』
に
云
う
、「
梁
紇
、
魯
の
施
氏
を
娶
り
て
、
九
女
を
生
む
。
其
の
妾
、

孟
皮
を
生
む
。
孟
皮
、
足
を
病
む
。
乃
ち
婚
を
顔が

ん

氏し

に
求
む
。
徴ち

ょ
う
ざ
い在

、
父
の
命

に
従
っ
て
婚
を
為
せ
り
」
と
。
其
の
文
、
甚
だ
明
ら
か
な
り
。
今
、
此
に
「
野

合
」
と
云
う
は
、
蓋
し
梁
紇
老
い
て
、
徴
在
少わ

か

く
、
壮
室
初
笄
の
礼
に
当
た
る

に
非
ざ
る
を
謂
う
。
故
に
「
野
合
」
と
云
う
。
礼
儀
に
合
わ
ざ
る
を
謂
う
。

『
孔
子
家
語
』
に
は
、「
叔
梁
紇
は
魯
の
施
氏
の
娘
を
娶
り
、
九
女
が
生
ま
れ
た
。
側

室
が
長
男
、
孟
皮
を
生
ん
だ
。
し
か
し
孟
皮
に
は
足
に
障
碍
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
顔

氏
の
徴
在
を
求
め
た
。
徴
在
は
、
父
の
命
に
し
た
が
っ
て
孔
子
に
嫁
い
だ
の
で
あ

る
」
と
い
う
。
そ
の
文
は
は
な
は
だ
明
ら
か
で
あ
っ
て
、『
史
記
』
に
「
野
合
」
と

い
っ
て
い
る
の
は
、
叔
梁
紇
が
年
老
い
て
お
り
、
顔
徴
在
は
若
く
、
男
子
は
三
十
歳

で
妻
を
娶
り
、
女
性
は
十
五
歳
で
嫁
に
行
く
と
い
う
礼
（
壮
室
初
笄
の
礼
）
に
当
た

ら
な
い
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
「
野
合
」
と
い
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
礼
に
合
致
し
な
い
こ
と
を
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

　

同
じ
く
『
史
記
』
の
注
釈
を
書
い
た
唐
の
張
守
節
は
、
孔
子
の
父
・
叔
梁
紇
の
年

齢
を
六
四
歳
と
す
る
。
張
守
節
の
『
史
記
正
義
』
を
引
く
。

男
八
月
生
齒
、
八
歳
毀
齒
、
二
八
十
六
陽
道
通
、
八
八
六
十
四
陽
道
絶
、
女
七

月
生
齒
、
七
歳
毀
齒
、
二
七
十
四
陰
道
通
、
七
七
四
十
九
陰
道
絶
、
婚
姻
過
此

者
、
皆
爲
野
合
…
…
據
此
、
婚
過
六
十
四
矣
。

男
は
八
月
に
し
て
歯
を
生
じ
、
八
歳
に
し
て
歯
を
毀こ

ぼ

つ
。
二
八
、
十
六
に
し
て

陽
道
通
じ
、
八
八
、
六
十
四
に
し
て
陽
道
絶
つ
。
女
は
七
月
に
し
て
歯
を
生
じ
、

七
歳
に
し
て
歯
を
毀
つ
。
二
七
、
十
四
に
し
て
陰
道
通
じ
、
七
七
、
四
十
九
に

し
て
陰
道
絶
つ
。
婚
姻
、
此
れ
に
過
ぐ
る
は
、
皆
な
「
野
合
」
と
為
す
。（
中

略
）
此
れ
に
拠
れ
ば
、
婚
は
六
十
四
を
過
ぎ
た
り
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
叔
梁
紇
は
顔
徴
在
と
結
婚
し
た
と
き
、
六
四
歳
を
過
ぎ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

『
史
記
』
孔
子
世
家
を
つ
づ
け
て
引
く
。

丘
生
而
叔
梁
紇
死
。

丘
、
生
ま
れ
て
叔
梁
紇
、
死
す
。

孔
子
が
生
ま
れ
て
（
ま
も
な
く
）
父
の
叔
梁
紇
が
亡
く
な
っ
た
。



一
九

　
　
　
　
孔
子
と
そ
の
母
の
死
に
つ
い
て

　

司
馬
貞
の
『
史
記
索
隠
』
に
は
、「『
家
語
』
云
う
、
生
ま
れ
て
三
歳
に
し
て
、
梁

紇
死
す
」（『
家
語
』
云
生
三
歲
而
梁
紇
死
）
と
あ
る
。
孔
子
が
生
ま
れ
て
三
歳
に
な

っ
た
と
き
、
父
の
叔
梁
紇
が
亡
く
な
っ
た
。『
史
記
』
を
つ
づ
け
る
。

葬
於
防
山
、
防
山
在
魯
東
、
由
是
孔
子
疑
其
父
墓
處
、
母
諱
之
也
。

孔
子
爲
兒
嬉
戲
、
常
陳
俎
豆
、
設
禮
容
、
孔
子
母
死
、
乃
殯
五
父
之
衢
、
蓋
其

慎
也
、
郰
人
輓
父
之
母
誨
孔
子
父
墓
、
然
後
往
合
葬
於
防
焉
。

防
山
に
葬
る
。
防
山
は
、
魯
の
東
に
あ
り
。
是
に
由
り
て
孔
子
、
其
の
父
の
墓

処
に
疑ま

ど

う
。
母
、
之
を
諱い

め
ば
な
り
。

孔
子
、
児
為た

り
し
と
き
嬉
戯
し
て
常
に
俎
豆
を
陳な

ら

べ
、
礼
容
を
設
く
。
孔
子
の

母
、
死
す
。
乃
ち
五
父
の
衢ま

ち

に
殯
す
。
蓋
し
其
れ
慎
め
ば
な
り
。
郰す

う

人
、
輓
父

の
母
、
孔
子
に
父
の
墓
を
誨お

し

う
。
然
る
後
に
、
往
き
て
防
に
合
葬
す
。

孔
紇
は
、
魯
の
東
の
防
山
に
葬
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
孔
子
は
父
の
墓
が
ど

こ
に
あ
る
の
か
、
迷
う
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
母
が
、
孔
子
に
父
の
墓
の
場
所

を
教
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

孔
子
は
子
ど
も
の
こ
ろ
、
い
つ
も
俎
豆
を
な
ら
べ
て
遊
び
、
礼
式
を
ま
ね
た
。
孔

子
の
母
が
亡
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
五
父
の
衢ま

ち

に
殯

か
り
も
が
りを

し
た
。
謹
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ

う
。
郰す

う

（
陬
邑
）
の
人
で
、
孔
紇
の
葬
儀
の
と
き
柩
を
引
い
た
人
の
母
が
、
孔
子
に
、

孔
子
の
父
の
墓
の
場
所
を
教
え
た
。
そ
こ
で
孔
子
は
防
山
に
行
っ
て
父
と
母
と
を
合

葬
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
『
史
記
』
孔
子
世
家
は
、
こ
の
よ
う
に
記
す
け
れ
ど
も
、
よ
く
分
か
ら
な
い
点
が

あ
る
。

　

ま
ず
孔
子
は
な
ぜ
父
の
墓
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
第
一
の
疑
問
で
あ
る
。

も
し
孔
子
が
知
ら
な
か
っ
た
の
な
ら
、
母
・
顔
徴
在
は
な
ぜ
孔
子
に
父
の
墓
の
場
所

を
教
え
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
第
二
の
疑
問
で
あ
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
息
子
は
父

の
墓
の
場
所
は
当
然
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
こ
と
に
関
し
て
、『
礼
記
』
檀
弓
上
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

孔
子
少
孤
、
不
知
其
墓
、
殯
於
五
父
之
衢
、
人
之
見
之
者
、
皆
以
爲
葬
也
、
其

愼
也
蓋
殯
也
、
問
於
郰
曼
父
之
母
、
然
後
得
合
葬
於
防
。

孔
子
、
少
く
し
て
孤
な
り
。
其
の
墓
を
知
ら
ず
。
五
父
の
衢
に
殯
す
。
人
の
之

を
見
る
者
、
皆
な
以
て
葬
る
と
為
せ
り
。
其
の
慎
や
、
蓋
し
殯
な
り
。
郰
の
曼

父
の
母
に
問
い
て
、
然
る
後
に
防
に
合
葬
す
る
を
得
た
り
。

こ
の
『
礼
記
』
檀
弓
上
の
「
孔
子
、
少
く
し
て
孤
な
り
。
其
の
墓
を
知
ら
ず
」（
孔

子
少
孤
、
不
知
其
墓
）
に
た
い
し
て
の
後
漢
の
鄭
玄
の
注
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

孔
子
之
父
、
郰
叔
梁
紇
、
與
顔
氏
之
女
徵
在
野
合
生
孔
子
、
徵
在
恥
焉
不
告
。

孔
子
の
父
、
郰
の
叔
梁
紇
は
、
顔
氏
の
女む

す
め・

徴
在
と
野
合
し
て
孔
子
を
生
め
り
。

徴
在
、
恥
じ
て
告
げ
ず
。　　
　
　
　
　

孔
子
の
父
、
郰
の
叔
梁
紇
、
す
な
わ
ち
孔
紇
は
、
顔
氏
の
娘
（
顔
徴
在
）
と
「
野

合
」
し
て
孔
子
が
生
ま
れ
た
た
め
、
顔
徴
在
は
そ
の
こ
と
を
恥
じ
て
孔
子
に
父
の
墓

を
教
え
な
か
っ
た
、
と
す
る
。
と
す
れ
ば
こ
の
場
合
の
「
野
合
」
は
正
式
な
結
婚
で

は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
事
情
は
わ
か
ら
な
い
。

　

し
か
し
『
礼
記
』
曲
礼
上
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

男
女
非
有
行
媒
、
不
相
知
名
、
非
受
幣
、
不
交
不
親
、
故
日
月
以
告
君
、
齊
戒

以
告
鬼
神
、
為
酒
食
、
以
召
郷
黨
僚
友
。

男
女
、
行
媒
有
る
に
非
ざ
れ
ば
、
名
を
相
知
ら
ず
。
幣
を
受
く
る
に
非
ざ
れ
ば
、

交
わ
ら
ず
、
親
し
ま
ず
。
故
に
日
月
以
て
君
に
告
げ
、
斉
戒
し
て
以
て
鬼
神
に

告
ぐ
。
酒
食
を
為つ

く

り
、
以
て
郷
党
僚
友
を
召
す
。
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結
婚
す
る
男
女
は
、
媒
酌
人
が
両
家
を
往
来
し
て
婚
姻
の
言
を
伝
え
て
は
じ
め
て
相

手
の
名
を
知
り
、
結
納
が
交
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
両
家
は
交
際
し
た
り
親
し
ん
だ
り
し

な
い
。
か
く
て
婚
礼
の
時
に
な
れ
ば
、
そ
の
日
時
を
君
主
に
告
げ
、
斎
戒
し
て
先
祖

の
諸
霊
に
告
げ
、
酒
食
を
作
り
、
郷
党
同
僚
友
人
を
招
く
。

　
『
礼
記
』
曲
礼
上
に
記
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
婚
姻
を
、
孔
子
の
父
と
母
と
が
交
わ

せ
な
か
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

先
に
引
い
た
『
礼
記
』
檀
弓
上
「
五
父
の
衢
に
殯
す
」（
殯
五
父
之
衢
）
に
つ
い

て
、
鄭
玄
は
こ
う
注
す
る
。

欲
有
所
就
而
問
之
、
孔
子
亦
爲
隠
焉
殯
於
家
、
則
知
之
者
無
由
怪
已
、
欲
發
問

端
、
五
父
衢
名
、
蓋
郰
曼
父
之
鄰
。

就
き
て
之
を
問
う
所
有
ら
ん
と
欲
す
る
な
り
。
孔
子
も
亦
た
為
に
隠
し
て
家
に

殯
す
れ
ば
、
則
ち
之
を
知
る
者
、
怪
し
む
に
由よ

し

無
き
の
み
。
問
端
を
発
さ
ん
と

欲
す
。
五
父
は
衢
の
名
、
蓋
し
郰
の
曼
父
の
鄰
な
り
。

五
父
の
衢
に
殯
し
た
の
は
、
孔
子
が
父
の
墓
の
あ
り
か
を
知
ろ
う
と
し
た
た
め
で
あ

る
。
家
の
中
で
、
他
の
人
に
見
え
な
い
よ
う
に
し
て
殯
を
す
れ
ば
、
だ
れ
も
孔
子
に

父
の
墓
の
あ
り
か
を
教
え
て
く
れ
な
い
。（
柩
を
外
に
出
し
て
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ

と
を
す
る
の
か
と
）
ひ
と
に
尋
ね
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
五
父
と
い
う
の
は
衢

の
名
で
あ
っ
て
、
父
の
柩
を
引
い
て
く
れ
た
曼
父
の
住
ん
で
い
る
郰
の
隣
町
で
あ
る
。

　

つ
づ
い
て
『
礼
記
』
檀
弓
上
「
人
の
之
を
見
る
者
、
皆
な
以
て
葬
る
と
為
せ
り
」

（
人
之
見
之
者
、
皆
以
爲
葬
也
）
に
た
い
す
る
鄭
玄
の
注
。

見
柩
行
於
路
。　

柩
、
路
に
行
く
を
見
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
孔
子
は
柩
を
外
に
出
し
て
引
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
『
礼
記
』
檀
弓
上
「
其
の
慎
や
、
蓋
し
殯
な
り
」（
其
愼
也
蓋
殯
也
）
に
た
い
す
る

鄭
玄
の
注
。

「
愼
」
當
爲
「
引
」、
禮
家
讀
然
、
聲
之
誤
也
、
殯
引
飾
棺
以
輤
、
葬
引
飾
棺
以

柳
翣
、
孔
子
是
時
以
殯
引
、
不
以
葬
引
、
時
人
見
者
、
謂
不
知
禮
。

「
慎
」
は
当
に
「
引
」
と
為
す
べ
し
。
礼
家
、
読
み
て
然
り
。
声
の
誤
り
な
り
。

殯
の
引
は
、
棺
を
飾
る
に
輤せ

ん

を
以
て
し
、
葬
の
引
は
棺
を
飾
る
に
柳

り
ゅ
う
し
ょ
う

翣
を
以
て

す
。
孔
子
、
是
の
時
、
殯
の
引
を
以
て
し
て
、
葬
の
引
を
以
て
せ
ず
。
時
の
人
、

見
る
者
、
礼
を
知
ら
ず
と
謂お

も

え
り
。

「
慎
」
は
「
引
」
に
作
る
の
が
正
し
い
。
礼
家
は
そ
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
。
声
の

誤
り
で
あ
る
。
殯
の
引

）
（
（

に
は
、
棺
を
飾
る
の
に
「
輤せ

ん

」（
柩
の
上
に
か
け
る
飾
り
の

覆
い
）
を
用
い
る
。
葬
儀
の
時
の
引
に
は
、
棺
を
飾
る
の
に
「
柳

り
ゆ
う

翣し
よ
う

」
）
（
（

（「
柳
」
は

出
棺
の
と
き
の
柩
車
に
つ
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
飾
り
。「
翣
」
は
柩
の
両
側
の
従
者
が

持
つ
扇
の
形
を
し
た
飾
り
）
を
用
い
る
。
孔
子
が
柩
を
外
に
出
し
た
時
、
殯
の
引

（
の
と
き
に
用
い
る
輤
）
が
使
っ
て
あ
り
、
葬
儀
の
引
（
の
と
き
に
用
い
る
柳
翣
）

が
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
時
の
ひ
と
は
孔
子
が
礼
を
知
ら
な
い
と
思
っ
た
。

　

同
じ
く
檀
弓
上
「
郰
の
曼
父
の
母
」（
郰
曼
父
之
母
）
に
た
い
す
る
鄭
玄
の
注
は
、

曼
父
之
母
、
與
徵
在
爲
鄰
相
善
。

曼
父
の
母
、
徴
在
と
鄰
為た

り
て
相
善よ

し
。

で
あ
る
。
郰
の
曼
父
の
母
す
な
わ
ち
、
輓
父
の
母
は
、
そ
の
息
子
が
孔
子
の
父
の
孔

紇
の
葬
儀
の
時
、
柩
を
引
い
た
の
で
、
孔
子
の
父
の
墓
の
あ
り
か
を
知
っ
て
い
た
。

そ
し
て
顔
徴
在
と
郰
の
曼
父
の
母
と
は
隣
同
士
仲
が
良
か
っ
た
。
そ
こ
で
顔
徴
在
の

葬
儀
の
時
に
、
息
子
の
孔
子
に
、
父
孔
紇
の
墓
の
あ
り
か
を
教
え
て
合
葬
さ
せ
た
の



二
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孔
子
と
そ
の
母
の
死
に
つ
い
て

だ
、
と
す
る
。

　

右
の
鄭
玄
の
注
釈
を
ま
と
め
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　

孔
子
が
幼
児
の
時
に
、
父
の
孔
紇
（
す
な
わ
ち
叔
梁
紇
）
が
亡
く
な
り
、
そ
の
墓

が
分
か
ら
な
か
っ
た
。　

　

の
ち
に
母
が
亡
く
な
っ
た
時
、
五
父
の
衢
で
母
の
殯
を
行
な
っ
た
。
殯
の
時
の
飾

り
は
、
輤
で
あ
る
。
そ
の
飾
り
の
ま
ま
で
孔
子
は
母
の
柩
を
人
の
目
に
ふ
れ
る
外
に

出
し
た
。
す
る
と
時
の
人
は
、
柩
が
外
に
出
て
い
る
の
で
、
殯
が
す
ん
だ
後
の
葬
送

だ
と
思
い
、
葬
送
の
時
の
飾
り
は
柳
翣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
殯
の
時
の
飾

り
の
輤
の
ま
ま
に
し
て
あ
る
。
孔
子
は
礼
を
知
ら
な
い
、
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
母

が
亡
く
な
っ
た
の
に
、
父
の
墓
所
が
分
か
ら
な
い
孔
子
に
し
て
み
れ
ば
、
な
ぜ
殯
の

引
と
葬
の
引
と
を
間
違
う
の
か
、
礼
に
詳
し
い
孔
子
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
お
か
し
い

で
は
な
い
か
、
と
人
が
い
ぶ
か
っ
て
尋
ね
て
く
れ
れ
ば
、
父
の
墓
所
が
分
か
る
手
掛

か
り
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
礼
の
専
門
家
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
孔
子
は
あ
え
て

そ
の
よ
う
に
し
た
の
だ
。

　

鄭
玄
は
こ
の
よ
う
に
い
う
。

二

　

孔
子
の
母
、
顔
徴
在
を
葬
っ
た
後
の
こ
と
が
『
礼
記
』
檀
弓
上
に
記
さ
れ
て
い
る
。

孔
子
既
得
合
葬
於
防
、
曰
、「
吾
聞
之
、
古
也
墓
而
不
墳
、
今
丘
也
東
西
南
北

之
人
也
、
不
可
以
弗
識
也
」、
於
是
封
之
、
崇
四
尺
、
孔
子
先
反
、
門
人
後
、

雨
甚
、
至
、
孔
子
問
焉
曰
、「
爾
來
何
遲
也
」、
曰
、「
防
墓
崩
」、
孔
子
不
應
、

三
、
孔
子
泫
然
流
涕
曰
、「
我
聞
之
、
古
不
脩
墓
」。

孔
子
既
に
防
に
合
葬
す
る
を
得
た
り
。
曰
く
、「
吾
れ
之
を
聞
く
。
古
は
墓
し

て
墳
せ
ず
、
と
。
今
、
丘
は
東
西
南
北
の
人
な
り
。
以
て
識し

る

さ
ざ
る
可
か
ら

ず
」
と
。
是
に
於
い
て
之
を
封
ず
。
崇た

か

さ
四
尺
な
り
。
孔
子
先
ず
反か

え

る
。
門
人

後お
く

る
。
雨
甚
だ
し
。
至
る
。
孔
子
問
い
て
曰
く
、「
爾な

ん
じ、

来
る
こ
と
何
ぞ
遅
き

や
」
と
。
曰
く
、「
防
の
墓
、
崩
れ
た
り
」
と
。
孔
子
応こ

た

え
ず
。
三
た
び
す
。

孔
子
泫
然
と
し
て
涕
を
流
し
て
曰
く
、「
吾
れ
之
を
聞
く
。
古
は
墓
を
脩
め
ず
」

と
。

孔
子
が
母
を
父
の
墓
の
と
な
り
に
埋
葬
し
た
の
ち
の
こ
と
、
孔
子
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

い
っ
た
。
古
は
墓
を
作
っ
て
も
そ
こ
に
盛
り
土
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。（
毎
日

墓
詣
り
に
行
く
か
ら
墓
の
所
在
を
示
す
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。）
今
私
は
、

道
の
実
現
の
た
め
に
東
西
南
北
の
諸
国
を
め
ぐ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

帰
っ
て
き
た
と
き
に
、
墓
に
迷
わ
な
い
よ
う
に
盛
り
土
を
し
た
の
だ
、
と
。
そ
の
高

さ
は
四
尺
あ
っ
た
。（
か
な
り
の
高
さ
で
あ
る
。）
孔
子
が
先
に
墓
所
か
ら
帰
っ
た
。

雨
が
激
し
く
降
っ
て
き
た
。
門
人
た
ち
は
帰
っ
て
く
る
の
が
遅
く
な
っ
た
。
孔
子
は

門
人
た
ち
に
な
ぜ
遅
く
な
っ
た
の
か
と
尋
ね
た
。
門
人
た
ち
は
、
雨
で
お
母
様
の
墓

の
盛
り
土
が
流
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
と
答
え
た
。
孔
子
は
そ
れ
に
た
い
し
て

無
言
で
あ
っ
た
。
弟
子
た
ち
は
そ
の
言
葉
を
三
回
繰
り
か
え
し
た
。
す
る
と
孔
子
は
、

は
ら
は
ら
と
涙
を
流
し
、
古
は
墓
を
高
く
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
聞
い
て
い
る
、

と
答
え
た
。

　

礼
の
権
威
で
あ
る
孔
子
に
す
れ
ば
、
古
の
作
法
を
違
え
て
ま
で
、
母
の
墓
に
盛
り

土
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
東
西
南
北
の
人
」
で
あ
る
自
分
を
責
め
た
の
で
あ
ろ

う
。

　　

少
し
も
ど
る
け
れ
ど
も
、
顔
徴
在
が
孔
子
に
父
の
墓
を
教
え
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
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い
て
、『
史
記
』
の
注
釈
を
書
い
た
司
馬
貞
は
違
っ
た
解
釈
を
す
る
。『
史
記
索
隠
』

に
は
、
こ
の
よ
う
に
い
う
。

謂
孔
子
少
孤
、
不
的
知
父
墳
處
、
非
謂
不
知
其
塋
地
、
徵
在
笄
年
適
於
梁
紇
、

無
幾
而
老
死
、
是
少
寡
、
蓋
以
爲
嫌
、
不
從
送
葬
、
故
不
知
墳
處
、
遂
不
告
耳
、

非
諱
之
也
。

孔
子
、
少
く
し
て
孤
と
な
り
て
、
父
の
墳
処
を
的
知
せ
ざ
る
を
謂
う
。
其
の
塋

地
を
知
ら
ず
と
謂
う
に
非
ず
。
徴
在
、
笄
年
に
し
て
梁
紇
に
適と

つ

ぎ
、
幾

い
く
ば
くも

無
く

し
て
老
い
て
死
す
。
是
れ
少
く
し
て
寡
と
な
る
な
り
。
蓋
し
以
て
嫌
と
為
し
、

送
葬
に
従
わ
ず
。
故
に
墳
処
を
知
ら
ず
し
て
、
遂
に
告
げ
ざ
る
の
み
。
之
を
諱い

む
に
非
ざ
る
な
り
。

孔
子
は
、
幼
い
こ
ろ
父
を
亡
く
し
、
父
を
葬
っ
た
と
こ
ろ
が
は
っ
き
り
と
分
か
ら
な

か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
孔
家
の
墓
地
全
体
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。

孔
子
の
母
、
顔
徴
在
は
笄
年
す
な
わ
ち
十
五
歳
で
、
孔
子
の
父
、
叔
梁
紇
に
嫁
い
だ

が
、
ま
も
な
く
叔
梁
紇
は
老
い
て
亡
く
な
っ
た
。
顔
徴
在
は
若
く
し
て
寡
婦
に
な
っ

た
。
思
う
に
、
顔
徴
在
は
自
分
と
叔
梁
紇
と
の
年
が
離
れ
て
い
る
の
で
人
目
を
ひ
く

の
を
嫌
い
、
送
葬
に
従
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
夫
を
葬
っ
た
場
所
が
分
か
ら
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
孔
子
に
告
げ
な
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
司
馬
貞
の
『
史
記
索
隠
』
に
よ
れ
ば
、
孔
子
の
母
、
顔
徴
在
は
、
十

五
歳
で
、
六
十
歳
を
超
え
て
い
た
叔
梁
紇
（
孔
紇
）
に
嫁
ぎ
、
孔
子
を
生
ん
だ
。
し

か
し
間
も
な
く
、
夫
・
叔
梁
紇
は
亡
く
な
っ
た
。
年
若
い
自
分
が
、
年
老
い
た
夫
の

葬
儀
に
参
加
す
る
と
人
の
注
目
を
集
め
る
の
で
、
葬
送
の
と
き
墓
に
は
行
か
な
か
っ

た
。
そ
れ
で
孔
子
に
父
の
墓
の
場
所
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

は
ば
か
っ
て
「
之
を
諱い

」
ん
だ
か
ら
で
は
な
い
、
と
す
る
。
顔
徴
在
に
は
な
に
も
落

ち
度
は
な
い
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

　

司
馬
貞
も
張
守
節
も
唐
の
ひ
と
で
あ
っ
て
、
孔
子
が
儒
教
の
開
祖
と
し
て
有
名
に

な
っ
て
か
ら
の
ひ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
孔
子
を
か
ば
お
う
と
し
て
以
上
の
よ
う

な
解
釈
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
『
史
記
』
孔
子
世
家
に
は
、
孔
子
の
出
生
を
記
し
た
部
分
の
最
後
に
、「
尼

丘
に
祈
り
て
孔
子
を
得
た
り
」（
禱
於
尼
丘
得
孔
子
）
の
表
現
が
あ
る
。
こ
の
こ
と

に
関
し
て
、
後
世
の
「
緯
書
」
は
、
父
母
が
尼
山
に
祈
り
を
さ
さ
げ
て
、
黒
竜
の
精

に
感
じ
て
孔
子
が
授
か
っ
た
の
だ
と
す
る

）
（
（

。

三

　
『
史
記
』
孔
子
世
家
を
つ
づ
け
る
。

孔
子
貧
且
賤
。

孔
子
、
貧
し
く
し
て
且
つ
賎
し
。

と
述
べ
る
。
孔
子
の
少
年
時
代
、
青
年
時
代
は
、
け
っ
し
て
豊
か
な
家
庭
環
境
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
。

　
『
論
語
』
子
罕
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
れ
を
物
語
る
。

大
宰
問
於
子
貢
曰
、「
夫
子
聖
者
與
、
何
其
多
能
也
」、
子
貢
曰
、「
固
天
縦
之

將
聖
又
多
能
也
」、
子
聞
之
曰
、「
大
宰
知
我
乎
、
吾
少
也
賤
、
故
多
能
鄙
事
、

君
子
多
乎
哉
、
不
多
也
」。

大
宰
、
子
貢
に
問
い
て
曰
く
、「
夫
子
は
聖
者
か
。
何
ぞ
其
れ
多
能
な
る
や
」

と
。
子
貢
、
曰
く
、「
固も

と

よ
り
天
、
之
に
将
聖
に
し
て
、
又
た
多
能
な
る
を
縦ゆ

る

す
」
と
。
子
、
之
を
聞
き
て
曰
く
、「
大
宰
は
我
を
知
る
か
。
吾
れ
少
く
し
て

賎
し
。
故
に
鄙
事
に
多
能
な
り
。
君
子
は
多
な
ら
ん
や
。
多
か
ら
ざ
る
な
り
」
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孔
子
と
そ
の
母
の
死
に
つ
い
て

と
。

大
宰
が
、
孔
子
の
弟
子
で
あ
る
子
貢
に
た
ず
ね
た
。「
夫
子
（
孔
子
）
は
、
聖
者
で

あ
ろ
う
か
。
な
ん
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
お
で
き
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
」。
子
貢

は
そ
れ
に
た
い
し
て
、「
も
と
よ
り
天
が
孔
子
に
、
大
聖
で
あ
っ
て
多
能
で
あ
る
こ

と
を
許
さ
れ
た
の
で
す
」
と
こ
た
え
た
。
孔
子
は
そ
れ
を
聞
い
て
「
大
宰
は
わ
た
く

し
を
良
く
知
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
よ
。
私
は
若
い
こ
ろ
貧
し
か
っ
た
。
そ
れ

で
い
ろ
い
ろ
な
事
に
多
能
で
あ
っ
た
の
だ
。
君
子
は
多
能
で
あ
っ
て
よ
い
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
い
や
そ
う
で
は
な
い
の
だ
」
と
い
っ
た
。

　
「
鄙
事
に
多
能
」
で
あ
る
こ
と
を
孔
子
は
恥
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
論
語
』
子
罕

の
つ
ぎ
の
条
に
は
ま
た
、

牢
曰
、「
子
云
、「
吾
不
試
、
故
藝
」」。

牢
曰
く
、「
子
云
う
、「
吾
れ
試も

ち

い
ら
れ
ず
。
故
に
藝
あ
り
」」
と
。

と
述
べ
る
。
孔
子
の
弟
子
の
牢
の
こ
と
ば
に
よ
る
と
、
孔
子
は
だ
れ
に
も
用
い
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
い
ろ
い
ろ
な
技
芸
が
身
に
付
い
た
の
だ
、
と
す
る
。

　

こ
こ
に
は
、
君
子
は
い
ろ
い
ろ
な
卑
近
な
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
く
、
学
問
に

裏
打
ち
さ
れ
た
仁
に
基
づ
く
政
治
に
こ
そ
、
そ
の
最
大
の
精
力
を
注
い
で
し
か
る
べ

き
だ
と
の
意
識
が
あ
る
。

　
『
史
記
』
孔
子
世
家
に
も
ど
る
。

及
長
、
嘗
爲
季
氏
史
、
料
量
平
、
嘗
爲
司
職
吏
而
畜
蕃
息
、
由
是
爲
司
空
、
已

而
去
魯
、
斥
乎
齊
、
逐
乎
宋
衛
、
困
於
陳
蔡
之
間
、
於
是
反
魯
。

孔
子
長
九
尺
有
六
寸
、
人
皆
謂
之
「
長
人
」
而
異
之
。
魯
復
善
待
、
由
是
反
魯
。

…
…
孔
子
之
去
魯
凡
十
四
歲
而
反
乎
魯
。

長
ず
る
に
及
ん
で
、
嘗
て
季
氏
の
史
と
為
る
。
料
量
、
平
な
り
。
嘗
て
司
職
の

吏
と
為
り
て
、
畜
、
蕃
息
す
。
是
に
由
り
て
、
司
空
と
為
る
。
已
に
し
て
魯
を

去
り
、
斉
に
斥
せ
ら
れ
、
宋
・
衛
に
逐お

わ
れ
、
陳
・
蔡
の
間
に
困く

る

し
む
。
是
に

於
い
て
魯
に
反
る
。

孔
子
、
長た

け

、
九
尺
有
六
寸
、
人
皆
な
之
を
「
長
人
」
と
謂
い
て
、
之
を
異
と
す
。

魯
復
た
善
く
待
す
。
是
に
由
り
て
、
魯
に
反
る
。（
中
略
）
孔
子
、
魯
を
去
る

こ
と
、
凡
そ
十
四
歳
に
し
て
魯
に
反
る
。

孔
子
は
成
長
の
の
ち
、
魯
の
季
氏
の
書
記
と
な
っ
た
。
計
量
は
公
平
で
あ
っ
た
。
牛

馬
を
飼
育
す
る
番
人
に
な
る
と
、
家
畜
は
よ
く
増
え
た
。
そ
れ
に
よ
り
司
空
（
建
設

を
司
る
官
）
と
な
っ
た
が
、
ま
も
な
く
魯
を
離
れ
、
斉
で
斥
せ
ら
れ
、
宋
や
衛
で
追

わ
れ
、
陳
や
蔡
で
苦
し
ん
だ
。
か
く
て
魯
に
帰
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

孔
子
は
身
の
丈
、
九
尺
六
寸
、
人
は
み
な
孔
子
の
こ
と
を
「
長
人
」
と
い
い
、
常

人
に
異
な
る
と
し
た
。
魯
は
ま
た
孔
子
を
待
遇
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
魯
の

国
に
帰
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
孔
子
は
魯
を
離
れ
る
こ
と
一
四
年
で
、
魯
に
帰

っ
た
。

　
『
史
記
』
孔
子
世
家
の
つ
ぎ
の
一
節
は
、
孔
子
の
晩
年
、
そ
し
て
そ
の
臨
終
を
述

べ
る
。明

歳
、
子
路
死
於
衞
、
孔
子
病
、
子
貢
請
見
、
孔
子
方
負
杖
逍
遥
於
門
、
曰
、

「
賜
、
汝
來
何
其
晩
也
」、
孔
子
因
歎
、
歌
曰
、「
太
山
壞
乎
、
梁
柱
摧
乎
、
哲

人
萎
乎
」、
因
以
涕
下
。

明
歳
、
子
路
、
衛
に
死
す
。
孔
子
、
病
み
、
子
貢
見
え
ん
こ
と
を
請
う
。
孔
子
、

方ま
さ

に
杖
を
負
い
て
門
に
逍
遥
し
て
曰
く
、「
賜
よ
、
汝
の
来
る
こ
と
何
ぞ
其
れ

晩お
そ

き
や
」
と
。
孔
子
因
り
て
嘆
じ
、
歌
い
て
曰
く
、「
太
山
、
壊
れ
ん
か
、
梁
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柱
、
摧く

だ

け
ん
か
、
哲
人
、
萎や

ま
ん
か
」
と
。
因
り
て
以
て
涕

な
み
だ

下
る
。

次
の
年
（
哀
公
一
五
年
）、
子
路
が
衛
の
国
の
内
乱
に
巻
き
こ
ま
れ
て
死
ん
だ
。
孔

子
は
病
ん
だ
。
子
貢
は
孔
子
に
見
え
ん
こ
と
を
請
う
た
。
孔
子
は
ち
ょ
う
ど
杖
に
寄

り
か
か
っ
て
門
の
あ
た
り
を
逍
遥
し
て
い
た
。
そ
し
て
「
賜
（
子
貢
）
や
、
汝
の
来

る
こ
と
は
な
ん
と
遅
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
。
そ
し
て
嘆
じ
て
歌
っ
て

い
っ
た
。「
太
山
（
泰
山
）
は
く
ず
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
梁
木
は
く
だ
け
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
哲
人
は
病
む
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
。
そ
し
て
涙
が
く
だ
っ
た
。

謂
子
貢
曰
、「
天
下
無
道
久
矣
、
莫
能
宗
予
、
夏
人
殯
於
東
階
、
周
人
於
西
階
、

殷
人
兩
柱
閒
、
昨
暮
予
夢
坐
奠
兩
柱
之
閒
、
予
始
殷
人
也
」。

後
七
日
卒
、
孔
子
年
七
十
三
、
以
魯
哀
公
十
六
年
四
月
己
丑
卒
。

子
貢
に
謂
い
て
曰
く
、「
天
下
、
道
無
き
こ
と
久
し
。
能
く
予わ

れ

を
宗
と
す
る
も

の
莫
し
。
夏
人
は
東
階
に
殯
し
、
周
人
は
西
階
に
於
い
て
し
、
殷
人
は
両
柱
の

間
な
り
。
昨
暮
、
予
、
夢
に
坐
し
て
両
柱
の
間
に
奠
ぜ
ら
る
。
予
は
始
め
、
殷

人
な
り
」
と
。

後
、
七
日
に
し
て
卒
す
。
孔
子
、
年
、
七
十
三
な
り
。
魯
の
哀
公
十
六
年
四
月

己
丑
に
し
て
卒
す
。　　
　
　
　
　

孔
子
は
子
貢
に
こ
う
言
っ
た
。
昨
晩
私
は
夢
を
み
た
。
堂
上
の
二
つ
の
柱
の
間
で
、

自
分
の
殯
の
棺
が
奠ま

つ

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
夏
の
人
は
、
東
の
階

き
ざ
は
しで

殯
し
、

周
の
人
は
、
西
の
階
で
殯
し
、
殷
の
人
は
、
堂
上
の
二
つ
の
柱
の
間
で
殯
を
行
な
っ

た
と
い
う
。
そ
う
す
る
と
自
分
の
祖
先
は
、
殷
の
人
で
あ
っ
た
の
か
、
と
。

　

堂
の
二
つ
の
柱
の
間
に
自
分
の
か
り
も
が
り
の
柩
が
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
自

分
の
祖
先
は
殷
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
孔
子
は
知
っ
た
。
死
期
が
近
づ
く
と
ひ
と
は
自

分
の
葬
式
の
夢
を
み
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
孔
子
も
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四

　

孔
子
自
身
が
葬
さ
ら
に
は
服
喪
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
考
え
を
も
っ
て
い
た
か
、

『
論
語
』
に
は
そ
れ
を
う
か
が
う
に
足
る
十
分
な
記
述
は
残
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど

も
、
そ
れ
で
も
参
考
に
な
る
条
が
あ
る
。

　

子
路
と
の
会
話
の
な
か
で
、
孔
子
が
人
間
の
死
後
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か

が
分
か
る
言
葉
が
、『
論
語
』
の
な
か
に
残
さ
れ
て
い
る
。

　

孔
子
の
弟
子
、
子
路(

季
路)

が
、
孔
子
に
た
い
し
て
、「
鬼
神
」
つ
ま
り
神
霊

や
祖
霊
に
は
ど
の
よ
う
に
仕
え
た
ら
よ
い
の
か
を
質
問
す
る
（
先
進
）。

季
路
問
事
鬼
神
、
子
曰
、「
未
能
仕
人
、
焉
能
事
鬼
」。

季
路
、
鬼
神
に
事つ

か

え
ん
こ
と
を
問
う
。
子
曰
く
、「
未
だ
人
に
仕
う
る
能
わ
ず
。

焉い
づ

く
ん
ぞ
能
く
鬼
に
事
え
ん
」
と
。

そ
れ
に
た
い
し
て
孔
子
は
、
ま
だ
十
分
に
人
に
仕
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
に
、
ど

う
し
て
神
霊
や
祖
霊
に
仕
え
ら
れ
よ
う
と
答
え
て
い
る
。

　

こ
の
部
分
は
、
⑴
人
に
仕
え
る
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
、
さ
ら
に
重
要
な
鬼
神
に
仕

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
原
始
儒
家
が
葬
礼
を
担
当
し
た
こ
と
を
重
視
し
、
孔

子
の
宗
教
性
を
重
ん
ず
る
解
釈 

が
あ
る
一
方
で
、
⑵
神
霊
や
祖
霊
と
い
っ
た
神
々

に
仕
え
る
こ
と
よ
り
も
、
君
主
に
仕
え
て
自
己
の
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
の
重
要
性

を
説
い
た
も
の
と
す
る
解
釈
と
が
あ
る
。

　

子
路
は
、
続
け
て
あ
え
て
死
に
つ
い
て
孔
子
に
問
う
。
そ
れ
に
た
い
し
て
孔
子
は
、

敢
問
死
、
曰
、「
未
知
生
、
焉
知
死
」。

敢
え
て
死
を
問
う
。
曰
く
、「
未
だ
生
を
知
ら
ず
、
焉い

づ

く
ん
ぞ
死
を
知
ら
ん
」

と
。

と
、
こ
の
生
の
こ
と
さ
え
分
か
ら
な
い
の
に
、
死
の
こ
と
は
さ
ら
に
分
か
ら
な
い
と



二
五

　
　
　
　
孔
子
と
そ
の
母
の
死
に
つ
い
て

答
え
る
。
こ
の
部
分
も
、
⑴
生
が
分
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
つ
ぎ
の
重
要
な
霊
魂
や

死
の
問
題
が
わ
か
る
と
す
る
解
釈
と
、
⑵
死
後
の
こ
と
、
霊
魂
の
有
無
な
ど
、
考
え

て
も
答
え
が
見
つ
か
ら
な
い
問
題
に
つ
い
て
、
孔
子
は
明
言
を
避
け
て
い
る
と
解
釈

す
る
立
場
と
が
あ
る
。

　

ま
た
弟
子
の
一
人
、
樊
遅
が
、
知
と
は
な
ん
で
あ
る
か
を
問
う
（
雍
也
）。

樊
遲
問
知
、
子
曰
、「
務
民
之
義
、
敬
鬼
神
而
遠
之
、
可
謂
知
矣
」。

樊
遅
、
知
を
問
う
。
子
曰
く
、「
民
の
義
を
務
め
、
鬼
神
を
敬
し
て
之
を
遠
ざ

く
、
知
と
謂
う
可
し
」
と
。

民
の
義
に
務
め
、
鬼
神
（
神
霊
）
は
敬
い
は
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
問
題
に
深
入
り

せ
ず
、
遠
ざ
か
る
こ
と
が
知
と
い
え
る
態
度
だ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
⑴

鬼
神
と
い
う
も
の
は
大
事
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
は
な
れ
な
れ
し
く
近
づ
か

な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
解
釈
と
、
⑵
民
の
義
に
つ
と
め
る
こ
と
こ
そ
重
要
で
、
鬼

神
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
遠
ざ
か
っ
て
も
よ
い
と
す
る
解
釈
と
が
、
や
は
り
同
様
に
並

立
す
る
。

　

以
上
ど
ち
ら
の
解
釈
を
取
る
に
せ
よ
、
孔
子
が
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
鬼
神
の
こ
と

を
決
し
て
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
な
い
こ
と
は
見
て
と
れ
る
。

　
『
論
語
』
為
政
に
は
、
孟
懿
子
と
の
会
話
と
し
て
つ
ぎ
の
言
葉
を
引
く
。

孟
懿
子
問
孝
…
…
子
曰
、「
生
事
之
以
禮
、
死
葬
之
以
禮
、
祭
之
以
禮
」。

孟
懿
子
、
孝
を
問
う
。（
中
略
）
子
曰
く
、「
生
け
る
と
き
は
之
に
事つ

か

う
る
に
礼

を
以
て
し
、
死
せ
る
と
き
は
之
を
葬
る
に
礼
を
以
て
し
、
之
を
祭
る
に
礼
を
以

て
す
」
と
。

親
が
存
命
中
で
あ
る
と
き
は
、
礼
を
も
っ
て
仕
え
、
亡
く
な
る
と
礼
に
よ
っ
て
葬
り
、

死
後
は
礼
を
も
っ
て
お
祭
り
を
す
る
。
そ
れ
が
孝
で
あ
る
と
い
う
。
死
後
、
親
を
礼

に
よ
っ
て
祭
る
こ
と
は
、
生
存
中
に
は
誠
心
を
も
っ
て
仕
え
、
亡
く
な
っ
た
と
き
に

は
厳
粛
に
葬
儀
を
行
な
う
こ
と
と
も
に
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
説
く
。

　

先
祖
の
祭
に
つ
い
て
は
、『
論
語
』
八
佾
の
つ
ぎ
の
言
及
が
あ
る
。

祭
如
在
、
祭
神
如
神
在
。

祭
る
に
は
在い

ま
す
が
如
く
す
。
神
を
祭
る
に
は
、
神
、
在
ま
す
が
如
く
す
。

先
祖
を
祭
る
に
は
、
そ
こ
に
先
祖
の
霊
が
在
ま
す
が
ご
と
く
に
し
て
祭
り
、
神
々
を

祭
る
と
き
に
も
神
々
が
そ
こ
に
お
ら
れ
る
が
ご
と
く
、
神
々
を
祭
る
、
と
あ
る
。
つ

づ
い
て
、

子
曰
、「
吾
不
與
祭
、
如
不
祭
」。

子
曰
く
、「
吾
れ
祭
に
与あ

ず

か
ら
ざ
れ
ば
、
祭
ら
ざ
る
が
如
し
」
と
。

と
い
う
。
な
に
か
用
事
が
あ
っ
て
先
祖
の
祭
が
で
き
ず
、
他
の
人
に
し
て
も
ら
わ
ざ

る
を
得
な
い
場
合
、
あ
た
か
も
そ
の
祭
が
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
、
と
孔
子

が
述
べ
る
の
を
引
い
て
い
る
。

　

や
は
り
孔
子
が
祭
祀
を
重
要
視
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
条
で
あ
る
。

五

　

葬
儀
や
そ
の
の
ち
の
祭
祀
に
つ
い
て
、
他
の
儒
教
の
典
籍
の
言
及
を
見
る
。

　
『
礼
記
』
郊
特
牲
に
は
、
人
が
死
ぬ
と
そ
の
魂
魄
も
二
つ
に
分
か
れ
、
陽
で
あ
る

魂
気
は
天
に
帰
り
、
陰
で
あ
る
形
魄
は
地
に
帰
す
る
こ
と
を
い
う
。

魂
氣
歸
于
天
、
形
魄
歸
于
地
、
故
祭
求
諸
陰
陽
之
義
也
。

魂
気
は
天
に
帰
し
、
形
魄
は
地
に
帰
す
。
故
に
祭
は
諸こ

れ

を
陰
陽
に
求
む
る
の
義

な
り
。

　
『
礼
記
』
祭
義
に
は
、
魂
気
は
神
の
盛
ん
な
も
の
、
形
魄
は
鬼
の
盛
ん
な
も
の
で
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あ
り
、
人
が
死
ぬ
と
、
そ
の
魂
気
は
天
空
に
昇
り
、
形
魄
は
、
骨
肉
さ
ら
に
は
野
の

土
に
と
ど
ま
る
、
と
い
う
。

氣
也
者
、
神
之
盛
也
、
魄
也
者
、
鬼
之
盛
也
…
…
衆
生
必
死
、
死
必
歸
土
、
此

之
謂
鬼
、
骨
肉
斃
于
下
、
陰
爲
野
土
、
其
氣
發
揚
于
上
、
爲
昭
明
。

〔
魂
〕
気
な
る
も
の
は
神
の
盛
な
る
な
り
。
魄
な
る
も
の
は
鬼
の
盛
な
る
な
り
。

（
中
略
）
衆
生
は
必
ず
死
し
、
死
す
れ
ば
必
ず
土
に
帰
す
。
此
れ
を
こ
れ
鬼
と

謂
う
。
骨
肉
は
下
に
斃た

お

れ
、
陰か

く

れ
て
野
土
と
為
る
。
其
の
気
は
上
に
発
揚
し
て
、

昭
明
と
為
る
。

　

ま
た
『
礼
記
』
郊
特
牲
に
は
、
夏
の
時
代
と
殷
の
時
代
と
周
の
時
代
と
で
は
、
魂

魄
の
迎
え
方
が
異
な
る
と
い
う
。

有
虞
氏
之
祭
也
、
尚
用
氣
、
血
腥
爓
祭
用
氣
也
。

有
虞
氏
の
祭
は
、
気
を
用
う
る
を
尚
ぶ
。
血
・
腥せ

い

・
爓せ

ん

に
し
て
祭
る
は
、
気
を

用
う
る
な
り
。

夏
（
有
虞
氏
）
は
、
生
気
の
強
い
こ
と
を
貴
ん
だ
の
で
、
祭
り
に
は
牲
の
血
や
生
の

肉
や
な
ま
ゆ
で
の
肉
を
供
え
た
。

殷
人
尚
聲
、
臭
味
未
成
、
滌
蕩
其
聲
、
樂
三
闋
、
然
後
出
迎
牲
、
聲
音
之
號
、

所
以
詔
告
於
天
地
之
間
也
。

殷
人
は
、
声
を
尚
ぶ
。
臭
味
、
未
だ
成
ら
ざ
る
に
、
其
の
声
を
滌で

き

蕩と
う

す
。
楽
、

三
た
び
闋お

わ

り
て
、
然
る
後
に
出
で
て
、
牲
を
迎
う
。
声
音
の
号
は
天
地
の
間
に

詔
告
す
る
所
以
な
り
。

殷
で
は
、
天
地
の
ど
こ
か
に
い
る
神
霊
を
呼
び
よ
せ
る
た
め
に
、
牲
を
迎
え
入
れ
る

ま
え
に
音
楽
を
三
回
演
奏
し
た
。

周
人
尚
臭
、
灌
用
鬯
臭
、
鬱
合
鬯
、
臭
陰
達
於
淵
泉
、
灌
以
圭
璋
、
用
玉
氣
也
。

既
灌
然
後
迎
牲
、
致
陰
氣
也
、
蕭
合
黍
稷
、
臭
陽
達
於
牆
屋
。

故
既
奠
然
後
焫
蕭
合
羶
薌
、
凡
祭
慎
諸
此
。

周
人
は
、
臭か

お
りを

尚
ぶ
。
灌そ

そ

ぐ
に
鬯
臭
を
用
う
。
鬱
、
鬯
に
合
し
、
陰
に
臭
し
て
、

淵
泉
に
達
す
。
灌
ぐ
に
圭
璋
を
以
て
す
る
は
、
玉
気
を
用
う
る
な
り
。

既
に
灌
し
て
、
然
る
後
に
牲
を
迎
う
、
陰
気
を
致
す
な
り
。
蕭
、
黍し

ょ
し
ょ
く稷

に
合
せ
、

陽
に
臭
し
て
、
牆
屋
に
達
す
。

故
に
既
に
奠
し
て
、
然
る
後
に
蕭
を
焫や

き
て
、
羶せ

ん

（
馨
）
薌き

ょ
うに

合
す
。
凡
そ
祭

に
は
、
諸こ

れ

を
此こ

こ

に
慎
む
。

周
で
は
、
芳
香
を
貴
ん
だ
。
鬯
酒
（
く
ろ
き
び
の
酒
）
に
鬱
金
（
ウ
コ
ン
）
を
混
ぜ

た
も
の
を
玉
の
器
で
地
面
に
注
ぎ
、
地
の
淵
泉
か
ら
神
霊
（
形
魄
）
を
呼
び
よ
せ
、

つ
ぎ
に
よ
も
ぎ
を
き
び
に
混
ぜ
て
焦
が
し
、
香
り
を
家
の
屋
根
か
ら
ぬ
け
出
さ
せ
て
、

天
空
の
神
霊
（
魂
気
）
を
呼
び
よ
せ
る
。
こ
の
二
つ
の
作
法
を
慎
重
に
行
な
っ
た
の

ち
犠
牲
を
迎
え
入
れ
、
そ
の
血
や
肉
を
捧
げ
る
。

　
『
礼
記
』
中
庸
に
も
、
鬼
神
（
霊
魂
）
を
祭
る
こ
と
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。

子
曰
、
鬼
神
之
爲
德
、
其
盛
矣
乎
、
視
之
而
弗
見
、
聽
之
而
弗
聞
、
體
物
而
不

可
遺
、
使
天
下
之
人
齊
明
盛
服
、
以
承
祭
祀
、
洋
洋
乎
如
在
其
上
、
如
在
左
右
。

子
曰
く
、
鬼
神
の
徳
為た

る
、
其
れ
盛
ん
な
る
か
な
。
之
を
視
れ
ど
も
見
え
ず
、

之
を
聴
け
ど
も
聞
こ
え
ず
、
物
に
体
し
て
遺の

こ

す
可と

こ
ろあ

ら
ず
。
天
下
の
人
を
し
て
、

斉
明
盛
服
し
て
、
以
て
祭
祀
を
承
け
使
め
、
洋
洋
乎
と
し
て
其
の
上
に
在
る
が

如
く
、
其
の
左
右
に
在
る
が
如
し
、
と
。

鬼
神
の
徳
は
盛
ん
で
あ
る
。
観
れ
ど
も
見
え
ず
、
聴
け
ど
も
聞
こ
え
な
い
け
れ
ど
も
、

物
の
根
幹
と
な
っ
て
行
き
渡
ら
ぬ
所
が
な
い
。
子
孫
が
斎
戒
し
盛
服
し
て
祭
祀
を
捧

げ
る
と
、
祖
霊
は
そ
の
上
や
左
右
に
浮
遊
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
、
と
説
く
。



二
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孔
子
と
そ
の
母
の
死
に
つ
い
て

　
『
孝
経
』
応
感
章
に
も

宗
廟
致
敬
、
不
忘
親
也
、
脩
身
愼
行
、
恐
辱
先
也
、
宗
廟
致
敬
、
鬼
神
著
矣
。

宗
廟
に
敬
を
致
す
は
、
親
を
忘
れ
ざ
る
な
り
。
身
を
脩
め
行
な
い
を
慎
む
は
、

先
〔
祖
〕
を
辱は

ず
かし

め
ん
こ
と
を
恐
る
る
な
り
。
宗
廟
に
敬
を
致
せ
ば
、
鬼
神
著あ

ら

わ
る
。

と
あ
る
。
子
孫
が
宗
廟
で
祖
先
に
た
い
す
る
敬
を
つ
く
す
と
、
鬼
神
（
霊
魂
）
が
現

わ
れ
る
こ
と
を
説
く
。

　

こ
れ
ら
の
儒
教
の
典
籍
に
よ
れ
ば
、
霊
魂
は
魂
魄
も
し
く
は
鬼
神
と
よ
ば
れ
、
陰

の
気
と
陽
の
気
で
で
き
て
お
り
、
ひ
と
が
死
ぬ
と
陽
で
あ
る
魂
気
は
天
空
に
昇
り
、

陰
の
形
魄
は
骨
肉
さ
ら
に
は
地
下
に
止
ま
る
。
宗
廟
で
子
孫
が
斎
戒
し
盛
服
し
て
祭

祀
を
行
な
う
と
、
魂
魄
は
呼
び
よ
せ
ら
れ
て
子
孫
の
上
や
左
右
に
浮
遊
す
る
が
ご
と

く
に
集
ま
り
、
捧
げ
ら
れ
た
犠
牲
や
供
物
を
享
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

右
に
挙
げ
た
儒
教
の
諸
典
籍
は
い
ず
れ
も
孔
子
よ
り
後
の
時
代
に
成
立
し
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
孔
子
の
時
代
の
葬
儀
や
喪
礼
が
こ
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
た
と
は
か
ぎ

ら
な
い
。
し
か
し
参
考
に
は
な
る
と
い
え
よ
う
。

六

　
『
論
語
』
に
も
ど
る
。

　
『
論
語
』
学
而
に
は
つ
ぎ
の
条
が
あ
る
。

父
在
觀
其
志
、
父
没
觀
其
行
、
三
年
無
改
於
父
之
道
、
可
謂
孝
矣
。

父
在い

ま
せ
ば
其
の
志
を
観
、
父
没
す
れ
ば
其
の
行
な
い
を
観
る
。
三
年
に
し
て

父
の
道
を
改
む
る
無
く
ん
ば
、
孝
と
謂
う
可
し
。

こ
こ
に
い
う
「
三
年
」
は
、
父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
三
年
の
間
、
喪
に
服
す
こ
と
だ

と
い
う
。
こ
の
三
年
の
喪
に
か
ん
し
て
、
加
地
伸
行
氏
は
『
沈
黙
の
宗
教
―
―
儒

教
』「
沈
黙
の
宗
教
―
―
〈
家
の
宗
教
〉
と
し
て
の
儒
教
」
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う

に
い
う
。
長
文
に
な
る
が
以
下
に
引
用
す
る
。

　

仏
壇
の
前
に
座
っ
て
み
よ
う
。
心
が
落
ち
つ
く
。
心
が
和な

ご

む
。
本
尊
が
座ま

し

ま
す
。
祖
先
の
位
牌
が
並
ぶ
。
自
分
に
と
っ
て
想
い
の
深
い
肉
親
の
位
牌
が
あ

る
。

　

遠
い
遠
い
昔
、
中
国
は
古
代
で
は
、
死
者
の
肉
体
を
野
ざ
ら
し
に
し
て
で
き

る
だ
け
早
く
腐
敗
さ
せ
る
。
後
に
は
遺
体
の
管
理
を
目
的
に
土
を
か
ぶ
せ
て
し

ま
っ
た
の
で
、
腐
敗
は
遅
く
な
っ
た
が
、
と
も
あ
れ
白
骨
化
さ
せ
る
。
大
陸
性

気
候
の
た
め
、
空
気
が
乾
い
て
い
る
中
国
黄
河
流
域
で
は
約
二
年
か
か
る
と
い

う
。
日
本
な
ら
ば
湿
気
が
多
く
て
腐
り
や
す
く
、
も
っ
と
早
く
白
骨
化
す
る
。

　

こ
の
経
験
的
に
知
っ
た
二
年
間
と
い
う
こ
と
が
人
々
の
記
憶
に
残
り
、
二
年

た
っ
て
白
骨
化
し
た
と
き
、
臨
終
に
始
ま
っ
た
〈
死
〉
が
こ
こ
に
終
わ
る
と
考

え
た
。
い
や
、〈
生
〉
が
終
わ
る
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
。

　

こ
う
し
た
実
際
経
験
か
ら
で
あ
ろ
う
、
人
の
死
後
の
満
二
年
目
に
重
要
な
区

切
り
を
つ
け
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
儒
教
で
は
、
こ
う
い
う
日
数
の
考
え
方

が
あ
る
。「
生せ

い

（
誕
生
）
に
は
来ら

い
じ
つ日

（
翌
日
）
よ
り
与か

ぞ

え
、
死
（
死
亡
）
に
は

往お
う

日じ
つ

（
前
日
）
よ
り
与か

ぞ

う
」（『
礼
記
』
曲
礼
上
篇
）
と
。
こ
れ
は
、
年
齢
は
誕

生
日
の
翌
日
か
ら
、
命
日
は
死
亡
日
の
前
日
か
ら
数
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

と
言
う
の
は
、
生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
に
対
し
て
は
、
こ
の
出
生
の
将
来
に
お
け

る
さ
ら
な
る
幸
福
を
期
待
し
て
で
あ
り
、
死
者
に
対
し
て
は
、
ず
っ
と
以
前
へ

と
生
前
を
追
慕
す
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
死

亡
の
場
合
、
例
え
ば
、
平
成
五
年
一
月
九
日
に
死
亡
し
た
と
き
、
命
日
を
そ
の
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一
日
前
の
一
月
八
日
と
す
る
。
す
る
と
、
二
年
後
の
一
月
八
日
（
仮
の
命
日
）

が
丸
二
年
目
（
二
十
四
箇
月
）
と
な
る
が
、
そ
の
翌
日
の
一
月
九
日
（
真
の
命

日
）
は
二
十
五
箇
月
目
に
当
り
、
数
え
年
で
言
え
ば
三
年
目
と
な
る
。
そ
こ
で
、

満
二
年
プ
ラ
ス
一
日
を
も
っ
て
「
三さ

ん
ね
ん年

之の

喪そ
う

」
と
称
し
、
こ
の
日
を
も
っ
て
、

完
全
白
骨
化
し
た
と
し
て
、
正
式
に
は
こ
の
日
を
も
っ
て
葬
る
こ
と
に
な
る
。

も
う
一
度
述
べ
る
と
、
特
別
に
増
や
し
た
一
日
を
満
二
年
間
に
加
え
る
と
、
足

か
け
三
年
す
な
わ
ち
足
か
け
二
十
五
箇
月
、
数
え
の
二
十
五
箇
月
・
三
年
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
完
全
に
死
の
行
事
を
終
わ
る
と
し
て
、〈
三

年
の
喪
〉
と
い
う
区
切
り
を
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

数
え
年
三
年
、
実
質
は
満
二
年
目
の
こ
の
日
を
も
っ
て
、
凶
礼
で
あ
る
死
の

諸
儀
式
が
終
わ
り
、
以
後
は
祖
先
祭
祀
と
い
う
吉
礼
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の

で
、
こ
の
〈
三
年
の
喪
〉
の
終
わ
っ
た
日
を
「
大た

い
し
ょ
う祥

」
と
呼
ぶ
。「
祥
」
と
は

お
め
で
た
い
こ
と
で
あ
る
。「
大
」
は
「
非
常
に
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
大
い
な
る
お
め
で
た
で
あ
る
。
こ
の
大
祥
に
至
る
一
年
前
、
つ
ま
り
は

死
の
前
日
か
ら
数
え
て
満
一
年
目
、
す
な
わ
ち
死
か
ら
足
か
け
十
三
箇
月
、
数

え
の
十
三
箇
月
後
に
も
、
儀
式
を
執
り
行
な
う
。
こ
の
日
は
、
死
の
儀
式
が
一

年
た
っ
て
順
調
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、「
小
祥
」（
ち
い

さ
な
お
め
で
た
）
と
呼
ぶ
。
大
祥
よ
り
は
、
格
を
一
つ
低
く
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
こ
の
大
祥
（
三
年
の
喪
）・
小
祥
が
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
大
祥

は
三
回
忌
、
小
祥
は
一
周
忌
と
呼
ば
れ
、
重
要
な
法
事
と
な
っ
て
い
る
。
死
後

の
命
日
を
祥

し
ょ
う
つ
き月

命め
い
に
ち日

と
称
す
る
の
も
、
こ
の
大
祥
・
小
祥
の
「
祥
」
字
か
ら
き

て
い
る
。
な
お
、
埋
葬
し
て
ほ
ぼ
百
日
後
に
卒そ

つ
こ
く哭

（
時
を
選
ば
ず
哭な

く
こ
と
を

卒お
わ

る
）
の
礼
が
行
な
わ
れ
、
こ
こ
か
ら
吉
礼
が
始
ま
る
。
神
道
で
は
、
こ
れ
を

取
り
入
れ
て
百
日
祭
と
い
う
も
の
を
行
な
っ
て
い
る

）
（
（

。

　

つ
づ
け
て
加
地
氏
は
、
神
主
（
位
牌
）
を
安
置
し
た
建
物
を
宗
廟
と
い
い
、
近
世

で
は
祠
堂
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
別べ

つ
む
ね棟

の
宗
教
的
建
物
を
持
つ
の
は
身
分
の

高
い
も
の
に
限
ら
れ
、
身
分
の
低
い
家
で
は
神
主
の
た
め
に
一
室
を
あ
て
、
室
内
に

祠
壇
を
作
っ
て
安
置
場
所
に
し
た
。
こ
の
祠
堂
が
日
本
仏
教
で
は
仏
間
と
な
り
、
さ

ら
に
そ
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
と
し
て
、
あ
る
い
は
祠
堂
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
本
尊
と
位
牌

と
を
安
置
し
た
仏
壇
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う

）
（
（

。

　

こ
の
三
年
の
喪
は
、
孔
子
も
重
要
な
も
の
と
考
え
て
い
た
。『
論
語
』
陽
貨
に
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

宰
我
問
三
年
之
喪
、「
期
已
久
矣
、
君
子
三
年
不
爲
禮
、
禮
必
壞
、
三
年
不
爲

樂
、
樂
必
崩
、
舊
穀
既
没
、
新
穀
既
升
、
鑽
燧
改
火
、
期
可
已
矣
」。

宰
我
、
三
年
の
喪
を
問
う
。「
期
、
已
に
久
し
と
。
君
子
、
三
年
、
礼
を
為
さ

ず
ん
ば
、
礼
必
ず
壊
れ
ん
。
三
年
、
楽
を
為
さ
ず
ん
ば
、
楽
必
ず
崩
れ
ん
。
旧

穀
既
に
没つ

き
て
、
新
穀
既
に
升
り
、
燧す

い

を
鑽さ

ん

し
火
を
改
む
。
期
に
し
て
已や

む
可

し
」
と
。

宰
我
（
宰
予
）
が
三
年
の
喪
を
問
う
た
。「
期
（
一
年
）
で
十
分
で
す
。
も
し
三
年

の
間
、
君
子
が
礼
を
な
さ
な
け
れ
ば
、
礼
は
か
な
ら
ず
壊
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
三
年

の
間
、
楽
を
な
さ
な
け
れ
ば
、
楽
は
か
な
ら
ず
崩
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
昨
年
の
穀
物

が
な
く
な
る
と
、
新
し
い
穀
物
が
で
き
、
燧す

い

（
木
の
棒
）
を
鑽

き
り
も
みし

て
（
火
を
得
る
場

合
に
も
、
季
節
に
よ
っ
て
燧
木
の
種
類
は
変
わ
り
）
火
も
改
ま
り
ま
す
。
三
年
の
喪

は
一
年
に
す
べ
き
で
し
ょ
う
」。

子
曰
、「
食
夫
稻
、
衣
夫
錦
、
於
女
安
乎
」、
曰
、「
安
」、「
女
安
則
爲
之
、
夫
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孔
子
と
そ
の
母
の
死
に
つ
い
て

君
子
之
居
喪
、
食
旨
不
甘
、
聞
樂
不
樂
、
居
處
不
安
、
故
不
爲
也
、
今
女
安
則

爲
之
」。

宰
我
出
、
子
曰
、「
予
之
不
仁
也
、
子
生
三
年
、
然
後
免
於
父
母
之
懷
、
夫
三

年
之
喪
、
天
下
之
通
喪
也
、
予
也
有
三
年
之
愛
於
其
父
母
乎
」。

子
曰
く
、「
夫か

の
稲
を
食
ら
い
、
夫
の
錦
を
衣
る
。
女な

ん
じに

於
い
て
安
き
か
」
と
。

曰
く
、「
安
し
」
と
。〔
曰
く
、〕「
女
安
け
れ
ば
則
ち
之
を
為
せ
。
夫
の
君
子
の

喪
に
居
る
や
、
旨う

ま

き
を
食
し
て
甘
か
ら
ず
、
楽
を
聞
き
て
楽
し
か
ら
ず
、
居
処

安
か
ら
ず
。
故
に
為
さ
ざ
る
な
り
。
今
、
女
安
け
れ
ば
則
ち
之
を
為
せ
」
と
。

宰
我
出
づ
。
子
曰
く
、「
予
の
不
仁
な
る
や
。
子
生
ま
れ
て
三
年
に
し
て
、
然

る
後
に
父
母
の
懐
を
免
ぜ
ら
る
。
夫
の
三
年
の
喪
は
天
下
の
通
喪
な
り
。
予
は

其
の
父
母
に
三
年
の
愛
有
る
や
」
と
。

先
生
は
い
わ
れ
た
。「
そ
な
た
は
喪
中
で
食
べ
る
べ
き
で
は
な
い
コ
メ
を
食
べ
、
着

る
べ
き
で
は
な
い
錦
を
着
る
と
い
う
。
そ
れ
で
そ
な
た
の
心
は
安
ら
か
か
」。
宰
我

は
「
安
ら
か
で
す
」
と
答
え
た
。「
安
ら
か
で
あ
る
な
ら
そ
う
す
れ
ば
よ
い
。
喪
中

に
あ
る
者
は
甘
い
も
の
を
食
べ
て
も
甘
い
と
感
じ
ず
、
音
楽
を
聴
い
て
も
楽
し
い
と

感
じ
ず
、
ど
こ
に
い
て
も
落
ち
つ
か
な
い
も
の
だ
。
だ
か
ら
喪
中
に
は
普
通
の
こ
と

は
行
な
わ
な
い
の
だ
。
そ
な
た
が
そ
う
し
た
い
の
な
ら
そ
う
せ
よ
」。

　

宰
我
（
宰
予
）
が
出
て
ゆ
く
と
、
先
生
は
い
わ
れ
た
。「〔
宰
〕
予
の
な
ん
と
不
仁

で
あ
る
こ
と
よ
。
子
供
は
三
年
た
っ
て
や
っ
と
父
母
の
手
を
離
れ
る
も
の
だ
。
父
や

母
に
三
年
か
わ
い
が
っ
て
も
ら
っ
て
育
て
て
も
ら
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
」。

　
「
天
下
の
通
喪
」
と
は
、
王
で
あ
ろ
う
と
衆
庶
で
あ
ろ
う
と
変
わ
り
な
く
行
な
う

べ
き
父
母
に
た
い
す
る
三
年
の
喪
の
こ
と
を
い
う
。
そ
れ
を
長
す
ぎ
る
か
ら
一
年
に

し
た
ら
ど
う
か
と
宰
我
は
い
っ
た
。
孔
子
は
「
女

な
ん
じ

安
け
れ
ば
則
ち
之
を
為
せ
」
と
二

回
繰
り
か
え
し
て
い
る
。
怒
り
は
か
な
り
深
い
。
父
母
は
寝
食
を
忘
れ
、
三
年
か
け

て
子
を
育
て
る
。
こ
の
育
て
て
も
ら
っ
た
三
年
の
時
間
を
父
母
に
返
す
―
―
そ
れ
が

恩
返
し
で
は
な
い
の
か
、
と
の
思
い
が
強
い
。

お
わ
り
に

　

以
上
取
り
上
げ
た
文
献
は
、
い
ず
れ
も
孔
子
の
没
後
ず
い
ぶ
ん
経
っ
て
か
ら
成
立

し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
孔
子
が
父
や
母
を
な
く
し
た
あ
と
ど
の
よ
う
に
行

動
し
た
か
、
ま
た
そ
の
時
の
葬
儀
や
服
喪
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
厳
密

に
は
分
か
ら
な
い
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。

　

し
か
し
孔
子
の
の
ち
儒
家
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
文
献
が
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
も

の
だ
と
い
う
こ
と
も
や
は
り
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
誇
張
や
誤
伝
は
あ
る
程
度
は
ま

ぬ
か
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
か
な
り
真
実
が
伝
え
ら
れ
て
き
た
部
分
が
あ
る

と
み
る
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

孔
子
は
礼
の
権
威
と
し
て
名
を
あ
げ
た
人
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
父
を
葬
っ
た
場

所
が
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
も
母
が
な
く
な
っ
て
ど
う
し
て
も
合
葬
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
切
羽
つ
ま
っ
た
状
態
で
あ
る
の
に
場
所
が
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。
身
内
を
な

く
し
た
も
の
な
ら
だ
れ
も
が
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
臨
終
・
葬
儀
に
は

看
病
で
疲
れ
た
頭
と
体
を
押
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
一
人
で
決
め
、
そ
し
て
そ
の

一
切
の
責
任
を
一
人
で
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
夫
婦
は
か
な
ら
ず
合
葬
す
る
と

い
う
強
固
な
習
俗
が
存
す
る
古
代
に
お
い
て
、
事
情
が
あ
り
、
時
間
に
せ
ま
ら
れ
た

に
せ
よ
父
と
母
と
を
別
々
の
場
所
に
埋
葬
す
れ
ば
そ
の
責
は
自
分
が
負
う
こ
と
に
な

る
。
孔
子
が
受
け
た
精
神
的
な
圧
迫
は
強
い
。

　

以
前
父
が
亡
く
な
っ
た
時
、
そ
の
柩
を
引
い
て
く
れ
た
男
性
の
母
が
、
孔
子
の
母
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と
仲
が
よ
か
っ
た
の
で
親
切
心
で
教
え
て
も
ら
っ
て
偶
然
父
を
葬
っ
た
場
所
が
わ
か

り
、
父
母
を
合
葬
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
孔
子
は
安
堵
し
た
。

　

孔
子
は
若
い
こ
ろ
隣
の
強
国
、
斉
に
行
き
、
仕
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
宰
相
晏

嬰
に
は
ば
ま
れ
る
。
そ
の
の
ち
魯
に
仕
え
、
下
級
の
官
吏
か
ら
は
じ
め
て
最
終
的
に

は
栄
達
を
す
る
。
そ
こ
で
権
力
を
振
る
う
家
老
の
三
桓
を
押
さ
え
よ
う
と
し
て
か
え

っ
て
内
乱
と
な
り
、
魯
に
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
他
国
を
放
浪
す
る
。
一
四

年
に
わ
た
り
つ
ぎ
つ
ぎ
と
諸
国
を
め
ぐ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
権
力
者
に
近
づ
き
、

国
家
の
顧
問
と
な
っ
て
、
あ
る
い
は
実
際
に
仕
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
理
想

を
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
び
ご
と
に
失
敗
を
し
、
と
き
に
命
の
危
険
に
さ
ら

さ
れ
な
が
ら
も
、
ひ
る
む
こ
と
な
く
初
志
の
貫
徹
を
は
か
る
。
逆
境
に
あ
っ
た
と
き

の
孔
子
の
粘
り
と
忍
苦
は
特
筆
さ
れ
る
。

　

父
を
幼
い
こ
ろ
に
な
く
し
、
母
を
な
く
し
て
墓
所
に
迷
っ
た
と
き
の
失
意
と
、
流

浪
の
な
か
で
世
の
中
そ
う
は
う
ま
く
は
い
か
な
い
も
の
だ
と
い
う
諦
念
と
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
意
志
が
お
そ
ら
く
そ
こ
に
あ
る
の

で
あ
ろ
う
。

　
『
論
語
』
の
な
か
の
い
く
つ
か
の
条
に
よ
れ
ば
、
孔
子
が
先
祖
の
祭
祀
を
重
要
視

し
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
の
ち
に
挙
げ
た
儒
教

の
い
く
つ
か
の
典
籍
に
よ
り
、
ひ
と
の
魂
魄
（
鬼
神
）
は
陰
陽
の
気
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ひ
と
の
霊
魂
が
気
で
あ

る
と
す
る
理
解
は
、
の
ち
非
常
に
長
く
受
け
つ
が
れ
て
い
く
。

　

　
註

（
（
）『
重
栞
宋
本
十
三
経
注
疏
附
校
勘
記
』（
嘉
慶
二
〇
年
南
昌
府
学
刊
本
影
印
、
台
北
藝

文
印
書
館
、
一
九
七
六
年
五
月
六
版
）。

（
（
）
点
校
本
二
十
四
史
修
訂
本
『
史
記
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
八
月
）。
後
に
引
く

司
馬
貞
『
史
記
索
隠
』、
張
守
節
『
史
記
正
義
』
に
つ
い
て
も
同
書
所
載
の
も
の
に
よ
る
。

（
（
）
王
力
主
編
『
古
代
漢
語
』
下
冊
（
第
一
分
冊
）（
中
華
書
局
、
一
九
六
三
年
一
〇
月
）

九
一
六
頁
参
照
。

（
（
）
白
川　

静
著
『
孔
子
伝
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
二
年
一
一
月
）
一
六
―
一
九
頁
。

（
後
に
中
公
文
庫
、
一
九
九
一
年
二
月
。）『
白
川　

静
著
作
集
（　

神
話
と
思
想
』
所
収

「
孔
子
伝
」（
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
一
一
月
）。

（
（
）
鄭
玄
の
こ
の
「
引
」
に
つ
い
て
、
唐
の
孔
穎
達
は
「
柩
を
挽ひ

く
を
「
引
」
と
為
す
」

（
挽
柩
爲
引
）（『
礼
記
正
義
』）
と
い
う
。

（
（
）
漢
文
大
系
十
七
巻
服
部
宇
之
吉
校
訂
『
礼
記
』（
冨
山
房
、
一
九
一
三
年
十
月
）
に
は
、

後
の
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
清
・
乾
隆
一
三
年
『
欽
定
礼
記
義
疏
』
附
録
『
礼
器
図
』

五
巻
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
巻
五
、
二
一
頁
の
「
棺
飾
」
の
案
語
に
「
柳
之
言
聚

也
、
諸
飾
所
聚
也
…
…
以
殯
則
謂
之
輤
車
、
以
葬
則
謂
之
柳
車
」
と
あ
る
。
併
せ
て
柩

車
の
棺
飾
の
様
子
を
示
す
図
（
二
二
頁
）
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
頁
（
二
一
頁
）

に
は
翣
の
図
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
（
）
狩
野
直
喜
「
五
行
讖
緯
と
孔
子
」（『
春
秋
研
究
』
所
収
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
四

年
一
一
月
、
六
〇
―
六
五
頁
）。
吉
川
幸
次
郎
「
孔
子
も
神
の
子
で
あ
る
と
い
う
説
」

（『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
五
巻
所
収
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
一
月
、
一
一
四
―
一
二

〇
頁
）。
同
氏
「
古
典
講
座
『
論
語
―
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
―
』」（
全
集
五
巻
所
収
、
一
四
五
―

一
五
〇
頁
）。「
古
典
講
座
『
論
語
』」
は
後
に
講
談
社
学
術
文
庫
『
論
語
に
つ
い
て
』

（
一
九
七
六
年
九
月
）
所
収
。

（
（
）
加
地
伸
行
著
『
沈
黙
の
宗
教
―
儒
教
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
一
年
四
月
）
一

〇
八
―
一
一
〇
頁
。
同
書
ち
く
ま
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
（
一
九
九
四
年
七
月
）
で
は
、
八

三
―
八
四
頁
。
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孔
子
と
そ
の
母
の
死
に
つ
い
て

（
（
）
加
地
氏
前
掲
注（
（
）ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
、
一
一
〇
―
一
一
一
頁
。

〔
参
考
文
献
〕

吉
川
幸
次
郎
著
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
四
巻
「
論
語
」（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
年
一
二

月
）　

後
に
『
論
語
』
上
下
（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
十
月
）

加
地
伸
行
著
『
論
語
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）（
増
補
版
二
〇
〇
九
年
九

月
）

貝
塚
茂
樹
著
『
孔
子
』（
岩
波
新
書
、
一
九
五
一
年
五
月
）『
貝
塚
茂
樹
著
作
集
』
第
九
巻
所

収
「
孔
子
」（
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
一
一
月
）

白
川　

静
著
『
孔
子
伝
』（
中
央
公
論
社　

一
九
七
二
年
一
一
月
）（
後
に
中
公
文
庫
、
一
九

九
一
年
二
月
）『
白
川　

静
著
作
集
（　

神
話
と
思
想
』
所
収
「
孔
子
伝
」（
平
凡
社
、
一
九

九
九
年
一
一
月
）

加
地
伸
行
著
『
孔
子
―
時
を
越
え
て
新
し
く
』（
集
英
社
、
一
九
八
四
年
七
月
）（
後
に
集
英

社
文
庫
、
一
九
九
一
年
七
月
）（
後
に
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
六
年
四
月
）

竹
内
照
夫
著　

新
釈
漢
文
大
系
『
礼
記
』
上
（
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年
四
月
）
中
（
一
九

七
七
年
八
月
）

市
原
亨
吉
・
今
井　

清
・
鈴
木
隆
一
著　

全
釈
漢
文
大
系
『
礼
記
』
上
（
集
英
社
、
一
九
七

六
年
六
月
）
中
（
一
九
七
七
年
一
一
月
）
下
（
一
九
七
九
年
七
月
）

小
川
環
樹
・
今
鷹　

真
・
福
島
吉
彦
訳
『
史
記
世
家
』
中
（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
二
年
一
二

月
）

加
地
伸
行
著
『
儒
教
と
は
何
か
』（
中
公
新
書
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
）（
増
補
版
二
〇
一
五

年
一
一
月
）

加
地
伸
行
著
『
沈
黙
の
宗
教
―
儒
教
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
年
七
月
）（
後
に
ち
く
ま
学

芸
文
庫
、
二
〇
一
一
年
四
月
）

　

本
稿
は
佛
教
大
学
二
〇
二
〇
年
度
教
育
職
員
研
修
の
研
修
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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　「
死
苦
」
に
対
す
る
仏
教
の
臨
床
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

は
じ
め
に

　

仏
教
に
は
、
広
大
無
辺
な
歴
史
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
学
ぶ
」
と
い
う
と
こ

ろ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
る
。
思
想
、
文
献
、
儀
礼
、
人
物
、
あ
ら
ゆ
る
文

化
に
関
わ
る
甚
奥
な
積
み
重
ね
の
歴
史
の
中
で
、
仏
教
は
学
ば
れ
、
さ
ら
に
は
実
践

さ
れ
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
の
学
び
と
は
、
過
去
の
事
象
を
研

究
対
象
と
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
く
、「
い
ま
」
現
在
の
事
象
に
対
す
る
こ
と
も
、

時
に
必
要
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
今
、
こ
の
い
の
ち
を
生
き
る
中
に
仏
教
を
「
必

要
と
し
て
い
る
」
人
が
い
る
か
ら
だ
。
現
代
社
会
を
題
材
と
し
た
仏
教
の
研
究
は
、

既
成
の
仏
教
研
究
に
対
し
て
、
譬
え
れ
ば
車
の
両
輪
の
よ
う
に
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

問
題
だ
と
私
自
身
は
感
じ
、
学
び
を
重
ね
て
き
た

（
（
（

。

　

つ
ま
り
現
実
に
生
じ
て
い
る
何
ら
か
の
答
え
や
対
処
法
を
必
要
と
し
て
い
る
問
題

に
、
仏
教
の
思
想
や
智
慧
を
、
拠
り
所
や
物
差
し
に
し
て
、
考
察
を
加
え
て
い
く
と

き
、
明
ら
か
に
仏
教
が
現
実
の
問
題
に
生
き
た
事
象
と
し
て
機
能
し
て
く
る
。
こ
の

こ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
仏
教
の
宗
派
や
宗
団
に
と
っ
て
は
、
伝
道
や
教
化
と
い

っ
た
領
域
と
し
て
、
今
ま
で
は
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
伝
道
や
教
化
は
、
自

ら
が
属
す
る
宗
派
や
教
え
を
「
伝
え
る
こ
と
」
を
究
極
の
目
的
と
す
る
が
、
現
代
の

問
題
を
仏
教
の
思
想
や
規
範
で
分
析
や
理
解
す
る
作
業
は
、
人
類
に
と
っ
て
貴
重
な

思
想
を
価
値
規
範
と
し
て
学
ぶ
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

　

大
正
大
学
で
は
、
す
で
に
三
十
年
ほ
ど
前
か
ら
「
社
会
教
化
」
と
い
う
講
義
群
を

設
け
、
研
究
会
を
組
織
し
、
現
代
に
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
に
、
ど
の
よ
う
に
仏

教
が
か
か
わ
っ
て
い
く
か
を
模
索
す
る
作
業
が
始
め
ら
れ
て
、
久
し
い
時
間
が
経
過

し
て
い
る

（
（
（

。

　

そ
の
中
で
も
人
間
の
感
じ
る
「
苦
」
の
問
題
に
向
き
合
う
こ
と
は
、
仏
教
の
根
本

的
な
命
題
で
あ
る
こ
と
は
だ
れ
も
異
論
を
は
さ
む
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

（
（
（

。

　

こ
れ
ら
に
関
わ
る
学
び
は
、
広
大
深
奥
な
る
研
究
の
歴
史
を
積
み
重
ね
て
き
た
。

本
稿
で
は
、
現
代
社
会
の
臨
床
の
場
で
生
じ
た
事
例
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
関
わ
る

仏
教
が
死
苦
の
克
服
や
、
当
事
者
の
救
済
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と

を
、
研
究
ノ
ー
ト
の
ご
と
く
、
論
述
し
よ
う
と
試
み
る
。

１
、「
死
苦
」
に
遭
遇
し
た
現
代
社
会

　

一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
欧
米
で
は
、
人
権
運
動
の
ひ
と
つ
と
し
て
医
療
の
問
題

も
、
消
費
者
と
し
て
医
療
を
自
由
に
選
択
で
き
る
運
動
が
広
ま
り
だ
し
た
。
こ
の
流

れ
の
中
で
、「
病
院
で
死
を
迎
え
る
」
と
い
う
こ
と
も
、
医
療
従
事
者
の
さ
ま
ざ
ま

な
医
療
管
理
下
に
死
を
迎
え
る
の
で
は
な
く
、
死
が
間
近
に
迫
っ
て
い
る
の
で
あ
れ

　「
死
苦
」
に
対
す
る
仏
教
の
臨
床
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て　
　

～
臨
床
的
事
例
の
研
究
ノ
ー
ト
と
し
て
～

�

佐　

藤　

雅　

彦　
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佛

　
教

　
文

　
化

　
研

　
究

ば
、
そ
の
人
な
り
の
希
望
を
生
か
し
つ
つ
、
い
の
ち
の
質
（quality of life

（
を
高

め
つ
つ
、
死
を
迎
え
て
い
く
こ
と
を
選
択
す
る
傾
向
が
増
加
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら

を
運
動
（m

ovem
ent

（
と
し
て
の
ホ
ス
ピ
ス
（hospice

（
と
考
え
、
ま
た
英
国

の
女
医
・
シ
シ
リ
ー
・
ソ
ン
ダ
ー
ス
（Cicely Saunders

（
が
開
設
し
た
近
代
ホ

ス
ピ
ス
の
始
ま
り
「
セ
ン
ト
・
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ホ
ス
ピ
ス
」
が
創
設
さ
れ
、
施

設
と
し
て
も
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
一
九
七
九
年
、
静
岡
県
浜
松
市
に
あ
る
聖
隷
三
方
ガ
原
病

院
に
「
聖
隷
三
方
ガ
原
ホ
ス
ピ
ス
」
が
誕
生
し
、
こ
れ
よ
り
緩
和
ケ
ア
施
設
は
、
厚

生
労
働
省
の
支
援
を
受
け
、
今
で
は
全
国
に
三
百
施
設
以
上
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
ら
は
公
用
語
と
し
て
は
「
緩
和
ケ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
。
ホ
ス
ピ
ス
は
、

キ
リ
ス
ト
教
の
文
化
圏
の
中
か
ら
生
じ
て
き
た
言
葉
で
あ
り
、
運
動
で
あ
る
と
い
う

こ
と
か
ら
、
特
定
の
宗
教
の
思
想
や
考
え
方
を
用
い
る
こ
と
に
な
じ
ま
な
い
日
本
で

は
、W

H
O

（
世
界
保
健
機
構
（
の
使
用
す
る
公
用
語
と
し
て
の
緩
和
ケ
ア
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る

（
（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
一
九
八
六
年
、
田
宮
仁
氏
に
よ
っ
て
「
ビ
ハ
ー
ラ
（vihāra

（」

が
提
唱
さ
れ
た
。
ホ
ス
ピ
ス
が
「
宿
舎
」「
休
憩
所
」「
安
息
所
」
の
意
味
を
持
つ
の

と
同
様
に
「
ビ
ハ
ー
ラ
」
も
ま
た
「
休
養
の
場
所
」「
僧
院
」「
宿
坊
」「
休
憩
所
」

と
い
っ
た
意
味
を
も
つ
仏
教
独
自
の
言
葉
だ
っ
た
。
田
宮
氏
は
、

①
限
り
あ
る
生
命
の
、
そ
の
「
限
り
」
の
短
さ
を
知
ら
さ
れ
た
人
が
、
静
か
に
自
身

を
見
つ
め
、
ま
た
見
守
ら
れ
る
場
で
あ
る
。

②
利
用
者
本
人
の
願
い
を
軸
に
看
取
り
と
医
療
が
行
わ
れ
る
場
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
十
分
な
医
療
行
為
が
可
能
な
医
療
機
関
に
直
結
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

③
願
わ
れ
た
生
命
の
尊
さ
に
気
づ
か
さ
れ
た
人
が
集
う
、
仏
教
を
基
礎
と
し
た
小
さ

な
共
同
体
で
あ
る
。
た
だ
し
利
用
者
本
人
や
そ
の
ご
家
族
が
い
か
な
る
信
仰
を
も
た

れ
て
い
て
も
自
由
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
を
提
唱
し
た
。

　

こ
の
提
唱
に
よ
り
、
新
潟
県
長
岡
市
に
あ
る
長
岡
西
病
院
に
わ
が
国
初
の
「
ビ
ハ

ー
ラ
病
棟
」
が
創
設
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ビ
ハ
ー
ラ
の
言
葉
は
、

施
設
の
み
な
ら
ず
特
に
「
ビ
ハ
ー
ラ
運
動
」
と
し
て
、
浄
土
真
宗
を
中
心
と
し
た
ビ

ハ
ー
ラ
僧
養
成
の
教
育
に
も
展
開
し
、
現
在
で
は
、
仏
教
界
に
お
け
る
認
知
度
は
、

高
い
も
の
に
な
っ
た

（
（
（

。

　

こ
れ
ら
は
、
総
じ
て
死
を
取
り
巻
く
環
境
に
、「
苦
」
の
あ
る
こ
と
を
正
面
か
ら

受
け
止
め
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
軽
減
、
あ
る
い
は
緩
和
し
て
ゆ
く
か
を
必
要
性
に

迫
ら
れ
、
構
築
し
て
き
た
医
療
に
お
け
る
文
化
的
な
営
み
と
受
け
止
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
死
苦
」
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
、
そ
れ
を
除
去
し
て
い

く
か
を
模
索
す
る
手
立
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
、「
死
苦
」
を
い
か
に
解
決
し
て
い
く
か

　

一
九
七
七
年
、
我
が
国
初
め
て
の
死
の
臨
床
的
な
問
題
に
つ
い
て
学
ぶ
研
究
会

「
日
本
死
の
臨
床
研
究
会
」
が
発
足
し
た
。
ど
ん
な
に
治
療
し
て
も
死
な
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
人
間
の
ク
オ
リ
テ
ィ
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
（Q

uality of Life

（
を
考
え
る

た
め
に
も
、
治
療
に
偏
重
し
た
医
療
か
ら
、「
ケ
ア
」
を
尊
重
す
る
医
療
へ
と
変
遷

し
て
い
く
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
人
々
が
、
患
者
の
た
め
に
「
死
」
を
学
ぶ
研

究
会
を
立
ち
上
げ
た
の
は
、
当
時
、
画
期
的
で
あ
り
時
代
の
ニ
ー
ズ
で
も
あ
っ
た
。

　

当
時
は
、
公
の
会
場
で
「
死
」
を
表
面
に
出
し
て
会
合
を
持
と
う
と
い
う
こ
と
自

体
、
抵
抗
の
あ
っ
た
時
代
だ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
今
日
、
こ
れ
に
類
し
た
学
会
、

研
究
会
は
あ
ま
た
の
ご
と
く
存
在
す
る
。
こ
れ
は
い
か
に
死
の
問
題
が
、
個
人
的
な



三
五

　
　
　
　「
死
苦
」
に
対
す
る
仏
教
の
臨
床
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

問
題
か
ら
多
く
の
人
々
が
共
有
す
べ
き
社
会
の
問
題
で
あ
り
、
死
を
語
る
こ
と
が
タ

ブ
ー
と
さ
れ
た
時
代
か
ら
、
死
を
学
ぶ
時
代
へ
と
変
化
し
て
き
た
こ
と
の
顕
わ
れ
と

受
け
止
め
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
は
、
こ
れ
か
ら
先
二
十
年
、
団
塊
の
世
代
の
人
々
が
老
年
を
迎
え
て
い
く

時
代
は
、
日
本
人
が
未
曾
有
の
死
者
が
増
加
す
る
「
多
死
社
会
」
と
い
わ
れ
、
否
応

な
く
死
と
向
き
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
が
、
す
で
に
到
来
し
て
い
る
こ
と
は
、
仏

教
の
世
界
で
も
、
活
動
や
研
究
、
教
化
・
伝
道
の
上
で
も
、
中
心
的
な
研
究
課
題
と

す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、「
死
ん
だ
ら
ど
こ
に
行
く
の
か
？
」「
死
後
の
世
界
は
あ
る
の
か
？
」

「
こ
の
私
の
人
生
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
？
」「
な
ぜ
こ
ん
な
病
気
に
か
か

り
、
死
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
」
今
日
こ
れ
ら
の
問
題
は
、「
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
（spiritual

（
な
問
題
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
医
療
に
関
わ
る
人
々
は
、

死
を
間
近
に
し
た
人
間
に
は
、
上
記
の
よ
う
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
が
、
心
の

安
心
の
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
世
界
保
健
機
構

（W
H

O

（
で
も
提
唱
さ
れ
、
充
分
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
四

つ
の
痛
み
」
と
称
さ
れ
る
も
の
で
、
①
身
体
的
（physical

（
な
痛
み
、
②
精
神
的

（psychological

（
な
痛
み
、
③
社
会
的
（social

（
な
痛
み
、
④
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル

（spiritual

（
な
痛
み
、
と
区
分
さ
れ
る
も
の
で
、
今
日
こ
の
痛
み
の
分
類
は
、
世

界
的
な
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
も
の
の
見
方
と
受
け
止
め
ら
れ
、
医
療
従
事
者
が
患
者
の

痛
み
を
分
析
す
る
折
の
、
基
準
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

（
（
（

。

　

一
方
、
人
生
の
終
わ
り
に
あ
た
っ
て
の
備
え
を
す
る
活
動
は
「
終
活
」
と
い
う
言

葉
を
用
い
て
表
現
さ
れ
、
す
っ
か
り
市
民
権
を
得
た
よ
う
だ
。
今
や
そ
う
し
た
類
の

雑
誌
が
、
コ
ン
ビ
ニ
を
は
じ
め
と
し
て
手
軽
な
環
境
で
入
手
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

相
続
、
生
命
保
険
、
お
葬
式
、
お
墓
等
に
つ
い
て
の
情
報
や
学
び
を
得
る
た
め
の
媒

体
が
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
示
す
。
ま
た
死
後
に
大
切
な
こ
と
を
伝
え
る
た
め
の

「
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
ノ
ー
ト
」
等
も
、
一
般
的
な
文
具
店
で
も
手
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
相
続
、
葬
儀
、
お
墓
等
、
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
内
容
は
、
経
済
に
関
わ
る
問
題
が
目
に
つ
き
、
も
っ
と
精
神
的
な
も
の
、
心

の
あ
り
方
や
ま
さ
に
「
死
苦
」
に
ふ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

　

前
述
し
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
は
、
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
は
、
お
お
よ
そ

取
り
上
げ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
自
分
に
と
っ
て
の
死
、
自
ら
の
死
の
問
題
は
、
各
人

が
各
々
の
立
場
で
自
ら
の
い
の
ち
の
問
題
と
し
て
、
問
い
か
け
る
時
代
と
言
っ
て
い

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
あ
る
意
味
で
い
え
ば
、
み
な
死
苦
の
解
決
の
た
め

の
問
題
群
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

３
、
人
が
「
死
を
語
る
」
と
い
う
こ
と

　
「
死
後
の
世
界
は
あ
る
の
か
？
」「
死
後
と
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
？
」「
こ

の
私
が
行
け
る
の
か
？
」「
生
き
る
こ
と
に
は
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
？
」

等
々
、
こ
れ
ら
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
問
題
と
い
わ
れ
る
設
問
を
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
期
に

関
わ
っ
て
い
て
も
何
も
問
わ
れ
な
い
医
療
従
事
者
が
い
た
り
、
そ
れ
を
頻
繁
に
問
わ

れ
る
看
護
師
が
い
た
り
す
る
。
こ
れ
は
、
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
の
か
。
上
記
の
よ

う
な
設
問
を
、
元
気
な
時
に
一
般
の
人
々
は
、
笑
い
ご
と
の
よ
う
に
否
定
的
に
語
っ

た
り
す
る
。
し
か
し
タ
ー
ミ
ナ
ル
期
に
あ
る
患
者
の
言
葉
は
、
真
に
そ
れ
を
求
め
る

魂
か
ら
の
言
葉
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
人
に
対
し
て
吐

露
さ
れ
る
の
か
？
束
の
間
の
関
わ
り
合
い
と
い
え
ど
も
、
患
者
は
こ
の
人
な
ら
ば
真



三
六

　
　
　
　
佛

　
教

　
文

　
化

　
研
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剣
に
関
わ
れ
る
と
信
頼
を
寄
せ
る
相
手
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
問
題
を
投
げ
か
け

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ば
、
こ
れ
ら
の
設
問
に
は
、
声
に
は
な
ら
な
い
が

「
あ
な
た
の
こ
と
を
信
頼
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
尋
ね
る
の
で
す
が
」
と
い
う
前
置
き

が
隠
さ
れ
て
い
る
と
受
け
取
っ
て
も
い
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
時
に
は
「
こ
う
い
う

質
問
を
し
て
、
試
し
て
や
ろ
う
」
と
い
っ
た
気
持
ち
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
き
も
あ
る

だ
ろ
う
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、「
死
後
の
世
界
は
、
ど
ん
な
世
界
な
の
で
し
ょ
う
ね
？
」
と
尋
ね

ら
れ
た
医
療
従
事
者
が
、「
あ
か
ね
雲
み
た
い
な
世
界
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」
と
言

っ
た
も
の
な
ら
、「
先
生
が
そ
う
言
う
な
ら
、
私
も
あ
か
ね
雲
の
世
界
に
旅
立
っ
て

行
こ
う
と
思
い
ま
す
」
と
、
同
調
す
る
言
葉
を
返
し
て
く
る
ほ
ど
だ
。
そ
の
大
前
提

に
立
つ
の
は
、
医
療
行
為
に
対
す
る
技
術
や
人
柄
に
よ
る
信
頼
性
が
重
要
で
あ
る
こ

と
を
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

医
療
従
事
者
側
が
、
死
後
の
世
界
を
信
じ
て
い
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
は
な
く
、

専
門
職
と
し
て
一
人
の
人
間
の
人
生
の
最
期
に
関
わ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
自

分
の
主
義
や
思
想
は
傍
ら
に
お
い
て
も
、
患
者
の
心
情
を
支
え
、
不
満
の
残
ら
な
い

状
態
で
支
え
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
身
の
考
え

と
は
異
な
る
考
え
方
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
先
ず
は
寛
容
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
の

は
、
根
本
的
な
専
門
家
と
し
て
の
前
提
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
患
者
が
「
こ
う
で
あ

っ
た
ら
い
い
の
に
な
あ
」
と
発
し
た
場
合
は
、
な
か
ば
オ
ウ
ム
返
し
の
よ
う
で
も

「
そ
う
で
あ
っ
た
ら
い
い
で
す
ね
」
と
、
患
者
の
言
葉
か
ら
見
え
る
死
に
対
す
る
希

望
や
願
い
を
、
受
け
と
め
る
姿
勢
が
、
心
の
安
寧
に
つ
な
が
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。

　

さ
て
こ
う
し
た
問
題
に
、
仏
教
の
学
び
は
ど
う
応
え
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
そ

の
学
び
は
蓄
積
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
仏
教
の
研
究
者
は
僧
侶
と
は
限
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
伝
統
的
な
仏
教
の
学
び
は
、
こ
う
し
た
現
実
の
問
題
に
正
面
か
ら
答

え
る
と
い
う
作
業
が
、
十
二
分
に
な
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
は
言
え
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
仏
陀
あ
る
い
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏
教
典
籍
の
文

献
研
究
や
周
辺
の
文
化
的
な
研
究
は
多
様
な
宝
庫
と
な
っ
て
い
て
も
、
現
実
に
生
じ

て
い
る
臨
床
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
発
言
は
、
少
な
い
の
が
実
態
で
は
な
い
か
と
、

感
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
仏
教
の
伝
統
を
実
践
す
る
僧
籍
に
あ
る
も
の
が
、
伝
統
の
踏

襲
に
つ
い
て
は
、
脈
々
と
伝
え
継
が
れ
て
き
た
儀
式
や
布
教
教
化
に
関
す
る
歴
史
は

あ
っ
て
も
、
現
実
に
救
い
や
助
け
を
求
め
る
「
臨
床
的
な
問
題
（clinical issue

（」

に
、
体
系
的
に
、
学
問
的
に
関
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ま
だ
そ
の
知
の
積
み
重

ね
は
、
十
分
と
は
言
え
な
い
と
私
は
考
え
る

（
（
（

。

　

現
実
に
起
こ
り
う
る
問
題
だ
か
ら
こ
そ
、
以
下
に
示
す
よ
う
な
臨
床
的
な
事
例
に

対
す
る
取
り
組
み
も
、
必
要
な
こ
と
だ
と
あ
え
て
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
。

４
、「
死
苦
」
を
学
ぶ
臨
床
例
か
ら

　

臨
床
的
な
学
び
と
い
う
も
の
を
、
さ
ら
に
具
体
的
に
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
た
め
、
こ
こ
に
一
つ
の
事
例
を
提
示
す
る
。

◎
事
例
・
男
性　

六
十
二
歳　

一
郎
さ
ん
（
仮
名
（　

顎
部
の
末
期
ガ
ン

　

痛
み
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
う
ま
く
で
き
ず
、
緩
和
ケ
ア
施
設
に
転
院
し
て
き
た
。

　

こ
の
事
例
の
終
了
後
、
複
数
の
医
療
者
か
ら
聞
け
ば
、
鎮
痛
剤
も
そ
の
ガ
ン
の
部

位
に
よ
っ
て
効
果
の
出
づ
ら
い
部
位
が
あ
る
と
の
こ
と
。

こ
の
患
者
は
、

「
最
後
ま
で
清
明
な
意
識
を
保
ち
た
い
」
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七

　
　
　
　「
死
苦
」
に
対
す
る
仏
教
の
臨
床
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

「
眠
ら
さ
れ
て
何
も
わ
か
ら
な
い
う
ち
に
、
い
の
ち
を
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
」
と
い

う
意
思
に
よ
り
、
鎮
静
す
る
た
め
の
医
療
は
自
ら
が
拒
否
し
続
け
た
。
そ
の
た
め
、

激
痛
が
身
体
に
走
り
、
耐
え
難
い
苦
痛
に
苛
ま
れ
、
頻
繁
に
そ
の
苦
痛
を
表
す
言
葉

を
発
し
て
い
た
。
激
痛
に
耐
え
ら
れ
な
い
状
況
か
ら
、「
痛
い
」「
辛
い
」
と
い
う
一

般
的
な
苦
し
み
を
表
現
す
る
言
葉
で
は
な
く
、
い
っ
そ
速
や
か
に
そ
の
生
を
終
わ
ら

せ
た
い
思
い
か
ら
「
殺
し
て
く
れ
」「
死
な
せ
て
く
れ
」
等
の
言
葉
を
叫
ぶ
よ
う
に

連
呼
し
た
。
こ
の
た
め
、
家
族
も
医
療
ス
タ
ッ
フ
も
本
人
の
苦
痛
を
吐
露
す
る
表
現

「
殺
し
て
く
れ
」「
死
な
せ
て
く
れ
」
の
言
葉
を
耳
に
す
る
度
に
、
い
た
た
ま
れ
な
い

状
態
の
中
に
あ
っ
た
。

　

担
当
医
は
「
せ
め
て
殺
し
て
く
れ
」
の
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
の
を
抑
え
る
た
め
に
、

本
人
、
家
族
に
了
承
の
も
と
、
知
己
で
あ
っ
た
宗
教
家
の
私
を
招
請
し
、
患
者
に
引

き
合
わ
せ
た
。
私
へ
の
招
請
の
事
由
は
、「
殺
し
て
く
れ
」
と
懇
願
さ
れ
て
、
困
っ

て
い
る
患
者
が
い
る
。
そ
の
為
、
家
族
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
苦
慮
に
さ
い
な
ま
れ

て
い
る
。
こ
の
患
者
に
関
わ
る
医
療
従
事
者
た
ち
は
、
ど
う
対
処
し
た
ら
よ
い
か
、

苦
慮
の
末
、
医
学
と
宗
教
の
よ
う
に
、
自
分
た
ち
と
は
現
実
の
受
け
止
め
方
の
ス
タ

ン
ス
が
、
異
な
る
領
域
の
専
門
家
に
か
か
わ
り
を
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で

私
は
、
宗
教
家
と
し
て
招
請
さ
れ
た
。

　

面
会
の
手
順
と
し
て
は
、
患
者
本
人
に
面
会
す
る
直
前
に
、
病
棟
の
カ
ン
フ
ァ
レ

ン
ス
室
に
お
い
て
、
主
治
医
と
担
当
看
護
師
か
ら
こ
れ
ま
で
の
患
者
の
病
歴
、
病
状
、

現
状
と
、
私
が
招
請
さ
れ
る
に
至
っ
た
前
述
の
経
緯
な
ど
を
細
か
く
伝
え
ら
れ
た
。

①
身
体
の
部
位
に
よ
っ
て
、
疼
痛
緩
和
の
う
ま
く
い
か
な
い
部
分
は
あ
る
こ
と
、
彼

は
ま
さ
し
く
こ
れ
に
該
当
す
る
。

②
本
人
の
強
い
希
望
に
よ
っ
て
、
意
識
の
清
明
な
中
で
の
旅
立
ち
を
希
望
し
、「
眠

ら
さ
れ
て
死
ぬ
」
の
は
「
イ
ヤ
だ
」
と
主
張
し
て
い
る
。

③
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
激
痛
が
走
る
と
き
に
、
そ
の
苦
痛
に
耐
え
が
た
く
、
苦
痛
か

ら
逃
避
し
た
い
感
情
が
「
殺
し
て
く
れ
」
と
言
葉
を
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

④
彼
の
発
す
る
言
葉
の
た
め
に
、
そ
ば
に
付
き
添
う
家
族
は
い
た
た
ま
れ
ず
、
彼
の

「
殺
し
て
く
れ
」
の
語
を
耳
に
す
る
た
び
に
、
心
が
切
り
裂
か
れ
そ
う
な
気
持
に
な

っ
て
い
る
。

⑤
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
痛
み
を
除
去
さ
れ
た
と
し
て
も
、
す
で
に
彼
の
寿
命
、
予

後
は
、
数
日
か
ら
一
週
間
と
い
う
短
い
時
間
し
か
、
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
こ
れ

ら
五
点
を
中
心
に
説
明
を
受
け
、
私
は
、
彼
の
病
室
に
赴
い
た
。

　

彼
に
対
す
る
私
の
第
一
印
象
は
、「
そ
の
形
相
が
怖
く
て
、
顔
を
正
面
か
ら
見
ら

れ
な
か
っ
た
」
ほ
ど
、
尋
常
な
容
姿
で
は
な
か
っ
た
。
都
度
重
な
る
患
部
の
除
去
手

術
に
よ
り
、
鼻
か
ら
下
、
口
頭
の
辺
り
が
切
除
さ
れ
、
目
の
当
た
り
に
は
顔
を
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
く
ら
い
に
顔
面
の
造
作
が
崩
れ
、
変
貌
し
て
い
る
た
め
だ
っ
た
。

そ
れ
で
も
私
は
、
自
己
紹
介
を
行
お
う
と
す
る
そ
の
矢
先
に
、
彼
は
「
痛
っ
た
、
た
、

た
、
た
」「
殺
し
て
く
れ
！
」
と
声
を
荒
げ
て
、
叫
ぶ
よ
う
に
苦
痛
を
訴
え
た
。「
痛

っ
た
、
た
、
た
、
た
」「
殺
し
て
く
れ
！
」
の
叫
び
が
出
る
た
び
、
私
は
た
だ
合
掌

し
て
、
首
を
う
な
だ
れ
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。
ベ
ッ
ド
の
向
か
い
側
に
い
る

彼
の
妻
も
娘
も
、
た
だ
こ
ぶ
し
に
力
を
入
れ
て
、
う
な
だ
れ
う
つ
む
く
ば
か
り
だ
っ

た
。

　

私
は
直
感
的
に
、
こ
の
「
死
苦
」
か
ら
逃
れ
る
方
法
は
、
一
つ
あ
る
と
想
起
さ
せ

ら
れ
た
。
つ
ま
り
「
殺
し
て
く
れ
」
と
い
う
、
死
を
切
望
す
る
よ
う
な
言
葉
や
叫
び

を
発
す
る
か
ら
、
周
囲
の
者
た
ち
は
、
思
わ
ず
委
縮
し
、
や
り
き
れ
な
い
思
い
に
な

っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
ど
う
か
仏
さ
ま
、
迎
え
取
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
願
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い
の
心
を
念
仏
に
込
め
、「
殺
し
て
く
れ
」
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
に
「
迎
え
に
来

て
ほ
し
い
」
思
い
で
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
、
念
仏
を
称
え
る
声
を
出
し
た
ら
ど

う
だ
と
、
浄
土
宗
教
師
と
し
て
の
思
い
を
伝
え
る
こ
と
と
し
た
。
私
は
、
彼
の
耳
元

で
、
決
し
て
大
き
く
は
な
い
声
で
語
り
か
け
た
。

「
今
、
あ
な
た
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
苦
し
み
に
苛
ま
れ
て
い
る
。」

「
そ
れ
は
、
こ
の
世
か
ら
仏
さ
ま
の
世
界
、
お
浄
土
に
生
ま
れ
て
ゆ
く
た
め
の
苦
し

み
と
い
え
る
。
人
は
そ
の
い
の
ち
が
終
わ
り
、
あ
の
世
に
生
ま
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に

は
、
苦
し
み
が
伴
わ
れ
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。」

「
例
え
ば
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、
こ
の
世
に
あ
な
た
が
生
ま
れ
て
き
た
と
こ
ろ
に

は
、
お
母
さ
ん
が
生
み
の
苦
し
み
を
感
じ
て
、
あ
な
た
を
生
ん
で
く
だ
さ
っ
た
よ
う

に
、
あ
な
た
は
今
、
仏
さ
ま
の
世
界
に
生
ま
れ
て
い
く
た
め
の
苦
し
み
を
感
じ
て
い

る
と
は
、
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
」

「
私
た
ち
、
浄
土
宗
の
教
え
で
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
も
の
を
、
必
ず
阿
弥

陀
仏
が
迎
え
取
っ
て
く
だ
さ
る
と
、
法
然
上
人
の
教
え
に
基
づ
き
伝
え
て
い
ま
す
。」

「
今
、
あ
な
た
が
苦
し
さ
の
た
め
に
発
し
て
い
る
『
殺
し
て
く
れ
』
と
い
う
言
葉
を

聞
く
こ
と
で
、
奥
さ
ん
や
娘
さ
ん
は
じ
め
周
囲
の
人
々
は
、
ど
れ
ほ
ど
心
を
痛
め
て

お
い
で
で
し
ょ
う
か
。」

「『
殺
し
て
く
れ
』
と
い
う
恐
ろ
し
い
言
葉
で
は
な
く
、『
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
』
と
い

う
仏
さ
ま
の
お
名
前
を
お
呼
び
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
な
ら
、
ま
だ
ご
家
族
が
感
じ
る

不
安
は
和
ら
ぐ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

「
私
と
ご
一
緒
に
阿
弥
陀
様
の
お
名
前
を
呼
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。
ナ
、
ム
、
ア
、
ミ
、

ダ
、
ブ
、
ツ
。」
と
、
一
声
一
声
を
大
切
に
し
て
つ
な
げ
た
こ
と
だ
っ
た
。

　

元
よ
り
「
苦
し
み
か
ら
逃
れ
た
い
」
と
い
う
希
望
を
持
つ
こ
の
男
性
は
、
私
の
提

示
し
た
方
法
を
、
す
が
る
よ
う
な
思
い
だ
っ
た
の
か
、
素
直
に
受
け
入
れ
、「
ナ
ム

ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
と
、
称
え
始
ま
っ
た
。
説
き
勧
め
た
側
の
私
に
し
て
み
れ
ば
、「
こ

ん
な
に
も
素
直
に
、
私
・
宗
教
家
の
言
葉
を
受
け
入
れ
て
く
れ
、
そ
の
ま
ま
仏
さ
ま

の
救
い
を
求
め
て
念
仏
を
称
え
始
め
た
」
こ
の
患
者
さ
ん
に
、
浄
土
の
教
え
に
救
わ

れ
て
い
く
「
法
悦
」
を
感
じ
た
も
の
だ
っ
た
。
正
直
に
言
え
ば
伝
え
た
側
の
私
に
は

「
や
っ
た
！
」
と
拳
を
握
る
よ
う
な
達
成
感
に
満
た
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
も
彼
は
、
体
に
痛
み
が
走
る
た
び
に
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
、
ナ
ム
ア
ミ
ダ

ブ
ツ
」
と
、
念
仏
を
称
え
続
け
、「
殺
し
て
く
れ
」「
死
な
せ
ろ
」
の
恐
ろ
し
い
言
葉

は
、
彼
の
口
か
ら
は
消
え
去
っ
た
の
だ
っ
た
。
彼
の
妻
も
、
私
も
、
し
ば
ら
く
こ
の

様
子
を
見
守
っ
て
い
た
。
少
し
経
っ
て
、
小
康
状
態
が
訪
れ
、
私
は
静
か
に
会
釈
を

し
て
、
病
室
を
退
室
す
る
こ
と
と
し
た
。
病
室
の
外
で
、
扉
を
背
に
し
た
彼
の
妻
に
、

今
一
度
、
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
の
は
た
ら
き
に
つ
い
て
伝
え
、「
私
は
帰
り
ま
す
が
、

離
れ
た
場
所
か
ら
、
患
者
さ
ん
の
平
穏
な
旅
立
ち
を
お
祈
り
し
て
い
ま
す
」
と
告
げ

て
、
退
出
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
数
日
後
、
彼
の
訃
報
は
、
私
を
招
請
し
て
く
れ
た
医
師
の
電
話
に
よ
っ

て
、
も
た
ら
さ
れ
た
。「
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
一
郎
さ
ん
は
、
今
朝
ほ
ど
亡
く
な

ら
れ
ま
し
た
」
と
。
引
き
続
き
「
や
は
り
痛
み
は
続
い
た
よ
う
で
し
た
が
、
最
後
ま

で
、
教
え
て
い
た
だ
い
た
お
念
仏
を
、
称
え
続
け
て
旅
立
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。」

と
伝
え
て
く
れ
た
。
そ
の
報
告
に
思
わ
ず
胸
が
熱
く
な
っ
た
。

　

こ
れ
ま
で
に
こ
の
よ
う
な
臨
床
的
な
体
験
の
場
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
後
、
そ
の

患
者
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
の
お
参
り
は
、
自
身
の
寺
の
本
堂
に
て
、
そ
の
方

の
お
顔
、
お
姿
を
思
い
浮
か
べ
て
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
き
た
。
し
か
し
今
回

は
、「
殺
し
て
く
れ
」
を
念
仏
に
替
え
て
旅
立
っ
た
稀
有
な
事
例
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
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　「
死
苦
」
に
対
す
る
仏
教
の
臨
床
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

主
治
医
か
ら
の
電
話
に
要
望
を
伝
え
た
。

「
も
し
も
ご
遺
族
の
お
許
し
を
い
た
だ
け
る
の
な
ら
、
い
つ
、
ど
こ
で
ご
葬
儀
を
行

う
の
か
、
教
え
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
？
」
と
。「
な
ぜ
な
ら
私
の
よ
う
な

も
の
が
関
わ
っ
た
こ
と
で
、
一
郎
さ
ん
は
、
念
仏
の
中
に
旅
立
っ
て
い
か
れ
ま
し
た
。

ぜ
ひ
と
も
、
お
別
れ
の
挨
拶
と
し
て
、
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
」
と
こ
れ
か

ら
執
り
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
葬
儀
の
日
程
や
会
場
を
教
え
て
ほ
し
い
旨
を
伝
え
た
。
も

ち
ろ
ん
菩
提
寺
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
っ
と
会
葬
者
と
し
て
、
お
参

り
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
だ
っ
た
。
医
師
は
「
そ
れ
で
は
ご
遺
族
に
確
認
し
て
み

ま
す
」
と
、
告
げ
ら
れ
て
、
電
話
の
会
話
は
ひ
と
ま
ず
終
わ
っ
た
。

　

小
一
時
間
も
た
た
な
い
間
を
お
い
て
、
再
び
先
刻
の
医
師
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て

き
た
。
私
か
ら
の
要
請
へ
の
返
答
の
電
話
だ
っ
た
。

「
患
者
さ
ん
の
奥
さ
ん
に
連
絡
を
し
、『
あ
の
時
の
和
尚
さ
ん
が
、
ぜ
ひ
お
参
り
し
た

い
か
ら
葬
儀
の
日
程
や
会
場
な
ど
詳
細
を
教
え
て
ほ
し
い
と
申
さ
れ
て
い
る
が
』
と

伝
え
た
と
こ
ろ
、『
そ
れ
は
、
結
構
で
す
。
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
』
と
言
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
一
応
、
そ
の
理
由
を
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、『
主
人
の
人
生
の
最
後
に
宗

教
家
の
方
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
は
、
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
、
受
け
止
め
て
い
ま
す
の
で
。』

と
、
返
答
く
だ
さ
い
ま
し
た
」
と
、
医
師
の
言
葉
だ
っ
た
。
私
は
電
話
を
切
っ
て
、

あ
の
患
者
さ
ん
を
思
い
浮
か
べ
て
、
お
念
仏
申
し
上
げ
た
。

　
「
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
妻
の
言
葉
に
、
衝
撃
を
受
け
た
。

短
い
電
話
の
や
り
取
り
の
中
で
医
師
が
伝
え
て
く
れ
た
文
言
を
、
自
分
な
り
に
も
う

一
度
考
え
た
。「
夫
の
人
生
の
最
後
に
宗
教
家
が
関
わ
っ
た
」
こ
と
に
は
、
御
礼
を

申
し
上
げ
た
い
と
い
う
気
持
ち
と
、「
し
か
し
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
か
っ
た
」

と
い
う
二
つ
の
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
交
錯
す
る
よ
り
、
む
し
ろ
社
交
辞
令
の
よ
う

な
礼
と
し
て
の
「
宗
教
家
が
関
わ
っ
た
」
こ
と
へ
の
礼
と
、「
問
題
の
解
決
に
は
な

ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
問
題
と
は
何
か
？
紛
れ
も
な
く
「
痛
み
の
除
去
に
は
な
ら
な

か
っ
た
」「
死
苦
を
除
け
な
か
っ
た
」
と
い
う
痛
烈
な
批
判
で
は
な
い
の
か
。

　

一
人
の
浄
土
宗
教
師
と
し
て
、
臨
終
間
際
に
念
仏
を
説
く
こ
と
の
で
き
た
こ
と
、

そ
し
て
浄
土
宗
の
宗
侶
と
し
て
、
必
ず
や
阿
弥
陀
仏
が
迎
え
て
、
旅
立
っ
て
い
か
れ

た
ろ
う
信
仰
の
思
い
で
、
心
地
よ
い
法
悦
を
感
じ
て
い
た
自
身
の
思
い
を
、
へ
し
折

ら
れ
る
か
の
よ
う
な
心
の
痛
み
を
感
じ
た
。
浄
土
の
教
え
は
、
こ
の
妻
や
家
族
に
は

伝
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
つ
ま
り
傍
ら
に
い
た
妻
や
娘
、
家
族
に
は
、
夫
が
苦

し
さ
の
中
で
「
殺
し
て
く
れ
」
と
叫
ん
だ
声
も
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
念
仏
を
称

え
た
こ
と
も
、
等
し
く
「
辛
い
」「
痛
い
」
と
い
う
「
殺
し
て
く
れ
」
に
等
し
い
苦

痛
を
表
現
し
て
い
る
声
に
し
か
、
受
け
取
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
知
る
こ
と
が
で
き

た
か
ら
だ
。　

５
―
①
，
事
例
の
臨
床
的
な
考
察

　

こ
の
事
例
に
示
し
た
一
郎
さ
ん
の
死
苦
は
、
拭
い
去
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
浄
土

宗
の
信
仰
者
で
あ
る
私
は
、
彼
が
念
仏
を
称
え
た
こ
と
で
「
救
わ
れ
た
」
と
信
仰
上

の
信
念
か
ら
そ
う
思
い
感
じ
た
。
確
か
に
彼
は
、「
眠
ら
さ
れ
て
死
ぬ
」
こ
と
は
、

彼
に
と
っ
て
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
辛
く
て
も
鎮
静
の
中
で
死
ぬ
こ
と
は
避

け
る
選
択
を
し
た
。
そ
の
結
果
、「
痛
い
」「
辛
い
」
と
い
う
死
苦
の
表
れ
で
あ
る
言

葉
を
、
念
仏
に
替
え
て
、
彼
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
え
、
死
ん
で
い
っ
た
。
そ

れ
を
伝
え
、
見
届
け
た
と
こ
ろ
ま
で
の
私
と
の
関
り
で
は
、
仏
と
い
う
も
の
、
阿
弥

陀
仏
の
来
迎
を
、
ど
こ
ま
で
信
じ
ら
れ
た
か
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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し
か
し
彼
の
、
苦
し
み
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
よ
う
に
仏
を
求
め
た
そ
の
結
果
は
、
彼

の
妻
は
「
人
生
の
最
後
に
宗
教
家
の
方
に
関
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
は
、
御
礼

を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。」
と
述
べ
な
が
ら
「
し
か
し
、
問
題
の
解
決
に
は

な
ら
な
か
っ
た
と
、
受
け
止
め
て
い
ま
す
」
と
、
言
葉
を
残
さ
せ
た
。

　

こ
こ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
受
け
止
め
方
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
宗
教

家
が
関
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
は
、
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
」
と
い
う
言
葉
に

は
、
彼
が
死
苦
か
ら
離
れ
て
「
阿
弥
陀
仏
の
迎
え
を
請
い
た
い
」
と
い
う
宗
教
的
な

境
地
に
望
み
を
も
っ
て
一
生
を
終
え
ら
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
と
も
、
も
し
く
は
、
も

っ
と
浅
い
意
味
と
し
て
、
宗
教
家
が
関
わ
っ
て
く
れ
た
そ
の
こ
と
自
体
に
対
す
る
礼

の
言
葉
と
も
受
け
取
れ
る
。

　

し
か
し
そ
の
次
の
「
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
は
、「
根

本
的
な
痛
み
を
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」「
ず
っ
と
苦
し
み
の
痛
さ
は
ぬ

ぐ
え
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
」
と
い
う
現
状
の
死
苦
を
改
善
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に

対
す
る
否
定
的
な
言
葉
と
受
け
取
れ
る
。
こ
の
「
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
か
っ

た
」
と
い
う
言
葉
に
、
私
は
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
い
た
だ
け
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
自

ら
の
信
仰
に
の
っ
と
り
、
私
自
身
が
そ
の
善
知
識
と
な
る
こ
と
の
で
き
た
自
己
肯
定

的
な
満
足
感
が
、
粉
々
に
砕
か
れ
る
思
い
を
味
わ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
浄
土
宗
内
の
あ
る
場
所
で
こ
の
事
例
を
紹
介
し
た
折
に
、
同
信
の

仲
間
か
ら
「
あ
な
た
は
立
派
に
導
い
た
の
だ
か
ら
、
む
な
し
さ
を
感
じ
る
必
要
は
な

い
」
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
事
例
か
ら
学
ば
せ
て
も
ら
え
た
も
の
は
、

同
一
の
信
仰
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
価
値
観
を
共
有
す
る
存
在
、
仏
教
の
表

現
な
ら
ば
善
知
識
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
大
切
な
も
の
や
、
尊
い
も
の
の
価
値
を
共

有
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
宗
教
教
団
や
集
合
体
が
、
同
じ
価
値
観
を

持
つ
こ
と
で
、
尊
い
こ
と
や
、
信
仰
の
有
難
さ
を
共
有
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い

う
こ
と
は
、
明
確
な
自
明
の
理
と
言
え
る
。

　

逆
に
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
浄
土
教
信
仰
と
は
縁
の
な
か
っ
た
こ
の
妻
に
と
っ
て
は
、

念
仏
の
声
を
「
殺
し
て
く
れ
」
と
同
等
に
、「
悲
痛
な
叫
び
声
」
と
傍
ら
で
聞
い
て

受
け
止
め
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
愛
す
る
夫
の
死
苦
を
、
何
ら
除
去
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
と
い
う
、
批
判
の
眼
差
し
で
見
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
場
面
に
お
い
て
は
「
夫
の
死
苦
」
を
除
去
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

５
―
②
，
善
知
識
の
時
間
的
な
問
題

　

臨
床
的
な
場
面
も
、
こ
の
妻
の
人
生
の
一
場
面
と
し
て
と
ら
え
る
時
、
こ
こ
で
感

じ
た
死
苦
は
、
彼
女
の
人
生
の
中
で
、
念
仏
と
の
出
会
い
や
浄
土
宗
の
教
え
に
ふ
れ

る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
こ
の
夫
の
死
苦
が
機
縁
と
な
り
、
改
め
て
死
苦
を
乗
り
越

え
る
こ
と
、
つ
ま
り
真
実
の
信
仰
的
な
意
味
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
大
き

な
大
逆
転
的
な
転
回
は
、
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
仏
縁
を
願
う

し
か
手
立
て
は
な
い
こ
と
を
感
じ
た
事
例
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
善
知
識
の
存
在
は
、

一
般
的
に
は
、
死
の
極
め
て
近
い
周
辺
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の

事
例
の
よ
う
に
、
年
単
位
の
時
間
が
経
過
し
た
の
ち
に
、
改
め
て
仏
教
の
智
慧
、
も

し
く
は
真
実
の
念
仏
の
意
味
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
そ
れ
は
時
間
を
越
え

た
善
知
識
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
。

５
―
③
，
三
種
の
愛
心

　

人
間
が
命
終
に
臨
ん
だ
際
に
起
こ
す
三
種
の
執
着
の
心
・
愛
心
は
、
こ
の
臨
床
例
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　「
死
苦
」
に
対
す
る
仏
教
の
臨
床
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て

に
当
た
る
だ
ろ
う
か
。
妻
子
や
親
族
、
家
屋
、
財
産
な
ど
に
対
す
る
執
着
心
を
意
味

す
る
「
境
界
愛
」
は
、
我
が
身
の
苦
痛
の
た
め
に
「
殺
し
て
」
と
訴
え
る
こ
の
ケ
ー

ス
の
場
合
、
当
て
は
ま
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
自
己
の
身
命
に
対
す
る
執
着

心
で
あ
る
「
自
体
愛
」
も
、
む
し
ろ
こ
の
身
体
か
ら
離
れ
て
「
殺
し
て
」
と
訴
え
る

こ
の
ケ
ー
ス
で
は
該
当
し
な
い
。
さ
ら
に
命
終
の
後
に
自
ら
の
生
が
ど
う
な
る
か
わ

か
ら
な
い
不
安
を
指
す
「
当
生
愛
」
も
、
今
あ
る
こ
と
に
苦
痛
を
感
じ
て
、
こ
の
身

を
離
れ
た
い
と
願
う
こ
の
事
例
の
場
合
、
該
当
し
な
い
と
い
え
る
。　

６
、
共
通
概
念
と
し
て
の
「
い
た
み
」
と
「
死
苦
」

　

ひ
と
が
生
き
る
時
に
そ
こ
に
は
、
共
通
概
念
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
嬉
し
い
時
に

は
喜
び
を
感
じ
、
悲
し
い
時
に
は
、
涙
を
流
し
、
楽
し
い
時
に
は
笑
う
が
ご
と
く
、

人
が
生
き
る
と
こ
ろ
に
は
国
や
文
化
を
越
え
て
、
生
物
学
的
な
人
間
と
し
て
共
有
で

き
る
感
情
や
生
態
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
身
体
的
に
痛
み
や
辛
さ
を
伴
う
こ
と
に
は
、

苦
し
く
、
悲
し
く
な
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
を
表
す
。
し
か
し
宗
教
に
伴

う
意
味
は
、
そ
の
宗
教
や
文
化
を
介
し
て
異
な
る
現
実
が
表
面
化
す
る
。
先
の
事
例

に
示
し
た
事
例
で
は
、
あ
る
種
、「
念
仏
を
称
え
れ
ば
、
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
を
得
ら

れ
る
」
と
い
う
浄
土
宗
の
教
え
は
、
浄
土
宗
の
信
仰
者
に
特
有
の
信
仰
で
あ
り
、
共

通
概
念
と
は
言
い
難
い
。
称
名
に
よ
る
来
迎
を
約
束
さ
れ
る
と
い
う
教
え
は
、
法
然

の
浄
土
宗
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
の
み
、
共
有
で
き
る
価
値
観
で
あ
る
こ
と
を
、
法

然
浄
土
宗
の
中
に
い
る
も
の
も
、
謙
虚
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

謙
虚
に
自
ら
が
か
か
わ
っ
た
事
例
を
、
さ
ら
に
大
き
な
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
い
た

み
を
感
じ
る
も
の
の
口
か
ら
出
る
言
葉
は
、
い
た
み
を
表
出
さ
せ
る
た
め
の
言
葉
で

あ
る
こ
と
を
当
然
と
し
、
そ
こ
に
浄
土
宗
の
信
仰
者
と
し
て
の
価
値
観
を
加
え
て
い

く
と
き
、
そ
れ
は
、
信
仰
を
共
有
す
る
も
の
の
間
に
お
い
て
、
共
感
で
き
る
も
の
で

あ
り
、
信
仰
を
持
た
な
い
者
に
は
、
受
け
入
れ
が
た
い
現
実
の
あ
る
こ
と
を
、
正
面

か
ら
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　

ひ
と
が
生
き
る
時
に
感
じ
る
共
通
概
念
と
し
て
の
「
い
た
み
」
や
「
死
苦
」
は
、

そ
こ
に
宗
教
的
な
解
釈
や
受
け
止
め
方
を
加
え
て
ゆ
く
と
き
に
は
、
理
解
し
え
な
い

ひ
と
の
多
々
あ
る
こ
と
を
も
、
謙
虚
に
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
学
ぶ
も
の

だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
布
教
や
教
化
と
い
う
伝
道
活
動
が
な
お
さ
ら
多
角
的
に
広
範
囲

に
行
わ
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
。

結
び
と
し
て

　

今
か
ら
三
十
年
ほ
ど
前
、
冒
頭
で
も
紹
介
し
た
「
日
本
死
の
臨
床
研
究
会
」
や

「
医
療
と
宗
教
を
考
え
る
会
」
と
い
っ
た
、
一
般
市
民
や
医
療
の
専
門
職
、
宗
教
家

な
ど
、
共
に
死
や
い
の
ち
そ
の
も
の
を
考
え
る
研
究
会
や
学
会
が
あ
ち
こ
ち
で
目
を

出
し
た
。
な
か
な
か
実
質
的
な
活
動
に
つ
な
が
ら
な
い
と
揶
揄
さ
れ
る
時
期
も
あ
っ

た
が
、
今
日
で
は
、
宗
教
家
の
臨
床
的
な
活
動
を
後
押
し
す
る
「
臨
床
宗
教
士
」
や

「
臨
床
仏
教
師
」
な
る
存
在
も
、
台
頭
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
東
日
本
大
震
災
以
降
、

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー
、
臨
床
宗
教
師
、
臨
床
仏
教
師
等
、
心
の
あ
り
よ

う
に
ふ
れ
る
臨
床
的
な
活
動
が
認
定
資
格
と
し
て
の
展
開
も
見
せ
て
い
る
。
こ
れ
は

ひ
と
え
に
宗
教
的
な
言
説
が
、
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
実
証
に
相
違
な
い
。
し
か

し
そ
こ
で
は
日
本
人
が
宗
教
的
な
言
説
や
宗
派
の
特
別
な
言
葉
を
使
わ
ず
と
も
、
自

然
に
そ
の
精
神
性
を
も
っ
て
対
処
し
て
き
た
「
い
の
ち
」
や
、
生
と
死
の
問
題
が
、

改
め
て
普
遍
的
で
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
欧
米
社
会
で
「
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
（
死
を
忘
る
る
こ
と
な
か
れ
（」
の
辞
が
あ
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る
よ
う
に
、
仏
陀
も
「
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
縁
に
よ
り
て
死
が
あ
る
」
と
説
き
、

死
を
正
面
か
ら
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
い
の
ち
を
生
き
る
こ
と
」
を
説
か
れ
た
。

こ
れ
は
人
間
と
し
て
、
真
実
、
必
要
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
思
索
が
な
さ
れ
て
き

た
と
疑
う
こ
と
は
な
い
。
私
は
一
人
の
臨
床
家
で
あ
る
宗
教
家
と
し
て
、
大
切
な
い

の
ち
に
寄
り
添
う
人
々
と
も
に
、
実
践
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
共
有
し
、
展
開
し
て
い

け
た
ら
と
望
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
宗
教
、
仏
教
が
生
き
た
形
で
ひ
と
に
接
し
て
い
っ
た
と
き
に
、
新
し
い
評
価

や
、
必
要
性
が
生
ま
れ
て
く
る
も
の
だ
。
わ
た
し
た
ち
は
こ
う
し
た
時
代
の
中
で
、

仏
教
の
学
び
が
実
際
の
生
活
に
結
び
つ
い
て
き
た
真
実
を
、
正
当
に
見
つ
め
、
無
尽

蔵
な
仏
教
の
智
慧
を
現
代
の
問
題
に
生
か
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
言
い
残
し
た
い
。
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（0（9

　

高
木
慶
子
編
「
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
入
門
」
勁
草
書
房　

（0（（

　

坂
口
幸
弘　
「
士
別
の
悲
し
み
に
向
き
合
う
～
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
と
は
何
か
～
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

講
談
社
現
代
新
書　

（0（（

　

鎌
田
東
二
編
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」
ビ
イ
ン
グ
ネ
ッ
ト
プ
レ
ス　

（0（（

　

広
瀬
寛
子　
「
悲
嘆
と
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
」
医
学
書
院　

（0（（

　

瀧
口
俊
子
編
「
共
に
生
き
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
」
創
元
社　

（0（（

　

森
岡
正
博
「
生
者
と
死
者
を
つ
な
ぐ
」
春
秋
社　

（0（（

　

ミ
ル
ト
ン
・
メ
イ
ヤ
ロ
フ
「
ケ
ア
の
本
質
」
ゆ
る
み
出
版　

（987

　

川
本
隆
史　
「
ケ
ア
の
社
会
倫
理
学
」
有
斐
閣
選
書　

（00（

　

木
澤
義
之
編
「
い
の
ち
の
終
わ
り
に
ど
う
か
か
わ
る
か
」
医
学
書
院　

（0（7

　

伊
藤
亜
紗
編
「
利
他
と
は
何
か
」
集
英
社
新
書　

（0（（

　

佐
々
木　

閑
「
宗
教
は
現
代
人
を
救
え
る
か
」
平
凡
社
新
書　

（0（0

　

磯
野　

真
穂 「
他
者
と
生
き
る
」
集
英
社
新
書　

（0（（  　
　
　
　
　
　
　
　



四
三

　
　
　
　
苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

は
じ
め
に

１
仏
教
の
根
本
認
識

　

時
の
流
れ
を
止
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
仏
教
で
云
う
三
時（
正
像
末
（に
し
て
も

教
え
の
伝
わ
り
方
自
体
が
変
化
す
る
こ
と
を
予
告
し
、
伝
来
と
い
う
形
で
「
今
」
が

あ
る
こ
と
を
伝
え
る
。
そ
れ
は
、
浄
土
教
を
形
成
す
る
裨
益
と
な
っ
た
。

　

そ
の
伝
来
もanitya

無
常
の
本
質
と
し
て
、
絶
え
ず
環
境
と
並
列
に
変
化
す
る
。

環
境
はsan

4khāra

行
に
連
接
す
る
も
と
と
し
て
も
縁pratītya-sam

utpāda

で
あ

り
、
無
我anātm

an

を
象
徴
的
に
顕
し
う
る
と
現
代
で
は
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
方
の
真
理
と
し
て
のduh

4kha

苦
は
、
二
苦
で
分
明
な
よ
う
に
自
身
に
て

体
験
す
る
身
体
的
精
神
的
な
苦
痛
苦
悩
で
あ
り
、khārā dukkhā

一
切
皆
苦
は
、

vedanā

受
を
基
本
に
す
る
た
め
、
人
の
感
受
性
と
対
象
に
よ
っ
て
変
化
す
る
こ
と

に
耐
え
ら
れ
な
い
不
完
全
性
の
不
受
容
と
換
言
出
来
る
。

　

duh

4kha satya

苦
諦
は
現
実
の
存
在
そ
の
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
を
説
諭
す
る

こ
と
に
な
る
。

　

四
苦
は
不
可
避
で
あ
り
、
い
つ
起
こ
る
か
不
分
明
な
そ
れ
自
体
が
自
身
の
思
い
通

り
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
上
で
、
人
は
生
き
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

縁
に
よ
っ
て
生
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
苦
か
ら
の
解
脱

は
そ
の
存
在
そ
の
も
の
を
変
質
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
自
身
の
外
側
に
縁
に
よ
っ
て

解
決
を
求
め
た
の
が
浄
土
教
で
あ
り
、「
修-

二
行
此

ノ
法

ヲ一
縁

ヨ
テ

、
致

ンレ
滿
二
足

ス
ル
ヿ
ヲ

無
量

ノ
大
願

（
（
（

ヲ一
」
と
縁
に
よ
っ
て
行
ず
る
こ
と
で
満
足
に
致
る
の
で
あ
る
。
当
然
、

「
汝

ジ
自

ラ
当

ニレ
知

（
（
（

ル一
」
と
仏
国
土
は
誓
願
者
自
身
で
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
達

は
そ
こ
に
縁
を
結
ぶ
の
で
あ
る
と
云
っ
て
も
良
い
。avyākr

4ta

無
記
に
よ
っ
て
死

後
世
界
の
回
答
が
無
い
の
で
は
な
い
。
自
身
が
苦
し
み
、
自
身
で
考
え
抜
き
、
行
じ

て
自
身
で
信
じ
答
え
に
出
会
う
の
で
あ
る
。
縁
に
よ
っ
て
。
既
に
提
示
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
も
。
そ
れ
は
印
度
後
期
仏
教
で
も
確
認
さ
れ
るadhim

oks̄a

信
解
脱
に

も
連
接
す
る
。

２
研
究
の
方
法

　
　

三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
示
し
た
い
。

　
　

一
つ
め
は
、
未
だ
集
計
を
続
け
て
い
る
が
、Covid-（9

感
染
拡
大
後
一
年
半

経
過
し
て
か
ら
二
年
目
に
掛
け
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い
る
。

　

対
象
は
、W

eb
に
よ
る
広
範
囲
へ
の
働
き
掛
け
で
無
く
、
論
者
が
仏
教
者
と
し

て
各
地
で
講
じ
た
の
ち
に
自
由
記
述
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
依
頼
で
あ
る
。
こ
の
の
ち
二

苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の　
　

―�Covid-19

禍
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
と
ア
ル
フ
ォ
ン
ス･

ラ
ッ
ブ
の
未
翻
訳
『
絶
望
の
哲
学　

自
殺
に

つ
い
て
』
紹
介
、
島
崎
藤
村
『
苦
し
き
人
々
』
推
敲
過
程
み
る
苦
の
諸
相
―

�

　

平
等
院
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
鳳
翔
館（
府
20
号
）館
長　

神　

居　

文　

彰　
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年
半
三
年
目
収
束
後
と
同
内
容
で
の
回
答
を
収
集
し
て
経
年
に
よ
る
比
較
を
し
て
い

く
つ
も
り
で
あ
り
、
現
時
点
で
の
中
間
報
告
と
も
云
え
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は
令

和
三
年
秋
口
か
ら
三
ヶ
月
ほ
ど
一
旦
感
染
拡
大
が
収
ま
り
か
け
た
こ
と
も
あ
り
、
冷

静
に
感
染
中
の
回
答
を
記
述
で
き
た
機
会
と
考
え
ら
れ
る
の
と
、
論
者
が
仏
教
僧
で

も
あ
る
こ
と
か
ら
そ
れ
に
対
す
る
要
望
や
期
待
も
潜
在
的
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
超Border

、
制
限
の
な
い
対
象
か
ら
の
自
由
ア
ン
ケ
ー
ト
と
は
異
な
る
も

の
で
あ
る
。

　

二
つ
め
は
、
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ラ
ッ
ブ
に
よ
る

『
絶
望
の
哲
学　

自
殺
に
つ
い
て
』
を
初
翻
刻
紹
介
す
る
。
狂
気
と
も
云
え
る
文
章

展
開
で
、
端
的
に
神
の
問
題
と
人
の
生
き
死
に
を
論
述
し
て
い
る
が
、
な
が
ら
く
顧

み
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
翻
訳
に
は
宝
木
多
万
紀
氏
の
力
を
借
り

た
。

　

三
つ
目
は
、
一
九
世
紀
日
本
の
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
自
然
主
義
に
転
じ
た
島
崎
藤
村

の
『
苦
し
き
人
々
』
の
推
敲
箇
所
か
ら
当
時
の
苦
の
認
識
と
差
し
措
き
方
を
示
し
て

み
た
。

　

ラ
ッ
ブ
の
随
筆
類
は
、
当
時
日
本
で
は
殆
ど
未
紹
介
で
は
あ
る
が
、
ヴ
ィ
ク
ト

ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
等
に
よ
る
自
然
主
義
へ
の
転
換
期
に
、
文
学
史
上
確
実
に
関
係
す
る

と
考
え
る
が
実
際
に
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
活
動

地
域
の
離
れ
た
両
者
の
思
想
の
根
底
に
驚
く
べ
き
親
近
性
も
見
い
出
さ
れ
る
。

　

両
者
を
提
示
す
る
の
は
、
疫
病
、
戦
争
等
現
代
と
類
似
す
る
環
境
が
社
会
に
散
見

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

Covid-（9

は
当
時
の
ペ
ス
ト
コ
レ
ラ
に
対
照
で
き
、
日
本
で
は
結
核
対
処
の
た

め
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
戦
争
は
隣
国
の
ロ
ケ
ッ
ト
発
射
の
み
な
ら

ず
領
土
問
題
の
熾
火
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
で
は
実
際
に
戦
禍
で
多
く
の
一
般
人
が
犠

牲
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
で
は
欧
州
と
異
な
り
巨
大
地
震
や
ス
ー
パ
ー
台
風
等
の
災

害
も
頻
発
し
て
い
る
。
自
殺
自
死
は
著
名
人
の
自
死
報
道
の
拡
散
に
よ
る
後
追
い
問

題
や
拡
大
自
殺
に
よ
る
無
差
別
放
火
も
複
数
発
生
し
、
そ
の
対
応
を
真
剣
に
考
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

　

文
化
を
標
榜
し
そ
の
価
値
を
最
大
限
に
発
揮
し
つ
つ
、
人
の
救
済
を
如
何
に
為
す

べ
き
か
、
苦
の
周
縁
か
ら
そ
れ
ら
を
考
え
直
す
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

一　

Covid-19

禍
に
お
け
る
記
述
ア
ン
ケ
ー
ト　

中
間
報
告

　

な
ぜ
中
間
報
告
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
論
者
が
現
時
点
に
お
い
て
も
ア
ン
ケ
ー
ト

を
継
続
中
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
同
内
容
を
感
染
症
収
束
後
も
続
け
、
そ
の

意
識
変
化
ま
で
確
認
し
た
い
意
向
も
あ
る
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
論
者
講
述
後
、
参
加
者
に
無
記
名
自
由
記
述
で
依
頼
し
た
。
地

域
に
も
よ
る
が
四
割
以
上
の
回
答
を
得
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　

今
回
は
、
総
数
が
増
加
中
で
あ
り
稿
量
の
関
係
の
た
め
、
現
時
点
で
の
回
答
数
・

地
域
・
年
齢
・
文
意
傾
向
の
標
示
と
す
る
。

　

回
答
全
文
は
収
束
後
に
一
覧
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
と
し
て
掲
出
す
る
予
定
で
あ
る
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
項
目

　
　

（　
Covid-（9

環
境
で
、
一
番
し
た
か
っ
た
こ
と
／
や
り
た
か
っ
た
こ
と

　
　

（　

Covid-（9

環
境
で
、
し
ん
ど
か
っ
た
こ
と
／
苦
し
か
っ
た
こ
と

　
　

（　

い
ま
、
思
っ
て
い
る
こ
と

　

回
答
法



四
五

　
　
　
　
苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

　
　
　

自
由
記
述
式

　

回
答
欄

　
　
　

無
記
名　

年
齢　

地
域　

性
別

　

期　

間

　
　
　

令
和
三
年
九
月
～

　

結　

果

　
　
　

令
和
四
年
二
月
末
時
点

　

自
由
回
答
例　
（
文
章
文
意
抽
出
・
順
不
同
（

　
　

１　

一
番
し
た
か
っ
た
こ
と
／
や
り
た
か
っ
た
こ
と

・
旅
行（
卒
業
旅
行
を
含
む
（　　

・（
友
（人
と
会
う　
　
　
　
　
　

・
墓
参
り

・
買
い
物　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
帰
省　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
通
常
の
授
業　

・
飲
食　

・
仕
事　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
オ
リ
パ
ラ
観
戦　
　
　
　
　
　

・
部
活
／
サ
ー

ク
ル

・
子（
孫
（／
祖
父
母
へ
の
訪
問　

・
仕
合（
勝
て
る
自
信
あ
っ
た
（　

・
推
し
の
ラ
イ

ブ・
習
い
事　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
プ
ー
ル　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
ス
ポ
ー
ツ　

・
外
出　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
作
品
発
表　
　
　
　
　
　
　
　

・
入
学
式　

・
リ
ハ
ビ
リ
・　
　
　
　
　
　
　

・
マ
ス
ク
な
し
の
生
活

　
　

２　

し
ん
ど
か
っ
た
こ
と
・
苦
し
か
っ
た
こ
と

・（
父
（母
／
祖
父
母
の
面
会
が
出
来
な
か
っ
た　

・
入
場
制
限　
　
　

・
金
銭
面

（
収
入
が
減
っ
た
（

・（
友
（人
と
会
え
な
い　

・
手
作
り
御
飯
が
ま
ず
す
ぎ
た　

・
マ
ス
ク
装
着　

・
ワ

ク
チ
ン
副
反
応

・
仕
事
に
行
け
な
い　

・
毎
日
の
清
掃　

・
就
活　

・
リ
モ
ー
ト　

・
近
隣
と
の
付

き
合
い　

総回答数 6（8 通
　　　　※内 （（7 名（男子：（（7 名　女子 （（7 名　不明 （（ 名）が
　　　　　神奈川県の中学校の協力による
総 男 女 比　男性：（（（ 名 女性：（（7 名 不明：77 名
中学生以外　男性： 67 名 女性：（00 名 不明：6（ 名

年　齢（中学生以外）
（0 代 （8 名
（0 代 67 名
（0 代 （（ 名
（0 代 （9 名
（0 代 6（ 名
60 代 （（ 名
70 代 （9 名
80 代 （（ 名
90 代 （ 名
不明 （（ 名
 （（7 名の中学生は （（ ～ （（ 才である。

地　域（中学生以外）
関東 （6 名
中部 （（ 名
北陸 90 名
中国・四国　（（ 名
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・
大
学
の
課
題
が
ガ
チ
す
ぎ
る　

・
出
張
が
出
来
な
い　

・
感
染
対
策　

・
帰
省
で

き
な
い　

・
最
期
の
別
れ
が
出
来
な
か
っ
た　

・
働
け
な
い　

・
イ
ベ
ン
ト
中
止　

・
妻
の
法

要
が
出
来
な
か
っ
た

・
緊
急
事
態
宣
言
中
に
愛
犬
が
旅
立
ち
哀
し
み
が
続
い
た　

・
ワ
ク
チ
ン
圧
力　

・
何
が
正
し
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た　

・
コ
ロ
ナ
の
考
え
の
違
い　

・
人
間
関

係　

笑
い
方
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た   

・
Ｔ
Ｖ
を
つ
け
て
は
イ
ラ
イ
ラ
す
る　

・
人

を
見
て
は
感
染
を
疑
う

・
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
で
ず
っ
と
パ
ソ
コ
ン
を
見
て
い
る
の
で
疲
れ
た　
　

・
計
画
が

建
て
ら
れ
な
い　

・
ホ
ー
ム
ス
テ
イ　

・
体
調
管
理　
　

・
先
が
見
え
な
い　
　

・
オ
ン
ラ
イ
ン
後
学

校
に
行
く
こ
と

・
子
ど
も
の
環
境
が
変
わ
り
す
ぎ
て
不
憫　
　

・
マ
ス
ク
購
入
が
出
来
な
か
っ
た

・
外
出
制
限

・
い
つ
か
コ
ロ
ナ
に
罹
る
の
で
は
と
い
う
不
安　
　

・
毎
日
の
食
事
作
り　
　

・
不

要
不
急

・
家
族
が
ず
っ
と
い
る
た
め
作
っ
て
は
片
付
け
て
の
く
り
返
し　

・
一
人
で
居
る
時

間
が
多
い

・
娘
の
帰
国
後
の
自
宅
待
機
期
間
と
そ
の
後　
　

・
何
を
し
て
も
楽
し
め
な
か
っ
た

・
黙
食　

・
あ
う
こ
と
が
迷
惑
と
考
え
た　

・
ハ
イ
タ
ッ
チ
が
出
来
な
く
な
っ
た　

・
電
車
通

学・
夏
休
み
が
一
週
間
早
ま
っ
た　

・
人
が
咳
し
た
り
す
る
と
凄
く
気
に
な
る　
　

・
分
散
登
校

・
毎
日
の
検
温　

・
行
事
中
止　

・
距
離
を
取
る
こ
と　

・
嫁
の
出
産
に
励
ま
せ
な

か
っ
た

・
先
行
き
が
不
安
で
ス
ト
レ
ス
が
溜
ま
り
発
散
の
方
法
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た　

・
コ
ロ
ナ
以
外
で
入
院

・
進
路
の
不
安　

・
相
手
の
顔
が
見
え
な
い

・
後
輩
の
高
校
部
活
へ
応
援
訪
問
を
決
断
す
る
ま
で
悩
み
訪
問
中
も
リ
ス
ク
の
こ
と

を
考
え
休
ま
ら
な
か
っ
た　

　
　

３　

今
思
っ
て
い
る
こ
と

・
ワ
ク
チ
ン
は
大
丈
夫
な
の
か　
　
　
　
　
　
　

・
ワ
ク
チ
ン
国
産
化
を
願
う

・
変
化
に
応
じ
た
対
応
が
必
要　
　
　
　
　
　
　

・
何
事
も
当
然
と
受
け
止
め
る
の

で
は
な
く
感
謝

・
本
当
に
こ
ん
な
世
の
中
で
大
丈
夫
な
の
か　
　

・
戦
時
中
の
よ
う
な
感
じ

・
コ
ロ
ナ
の
前
は
幸
せ
だ
っ
た　
　
　
　
　
　
　

・
元
の
生
活
戻
り
た
い

・
自
己
中
が
増
え
た　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
こ
の
体
験
が
良
い
方
向
に
生
ま

れ
変
わ
る
よ
う
に

・
イ
ン
ド
ア
も
悪
く
な
い　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
余
裕
が
な
い

・
神
仏
な
ど
存
在
し
な
い
な
と
。
我
々
は
「
運
命
」
に
従
う
し
か
な
い
な
と

・
友
人
と
会
っ
て
も
会
話
が
な
い　
　
　
　
　
　

・
お
金
が
ほ
し
い

・
マ
ス
ク
の
せ
い
で
リ
ッ
プ
を
付
け
て
も
分
か
ら
な
い
か
ら
少
し
残
念

・
当
た
り
前
が
当
た
り
前
で
な
い
変
化
を
受
け
入
れ
る
感
覚

・
小
休
止
の
よ
う
な
時
間
だ
っ
た　
　
　
　
　
　

・
電
車
に
乗
り
た
く
な
い



四
七

　
　
　
　
苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

・
部
活
や
だ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
外
出
し
て
い
る
人
の
多
さ

・
朝
練
は
あ
っ
て
も
良
い
と
思
う　
　
　
　
　
　

・
咳
す
る
だ
け
で
コ
ロ
ナ
に
疑
わ

れ
る

・
マ
ス
ク
を
外
す
と
き
に
な
ぜ
か
恥
ず
か
し
い　

・
余
生
を
自
分
ら
し
く
生
き
た
い

・
ワ
ク
チ
ン
打
ち
た
く
な
い　
　
　
　
　
　
　
　

・
何
も
考
え
た
く
な
い

・
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
認
知
症
で
心
配　
　
　
　
　

・
行
き
た
く
な
い
飲
み
会
を
断
り

や
す
く
な
っ
た

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
が
あ
る
け
ど
、
限
ら
れ
た
中
で
楽
し
も
う
と
思
い

ま
す
。
神
様
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
試
練
し
か
与
え
な
い
と
信
じ
て
る
の
で
。
今
自
分

が
出
来
る
こ
と
を
全
力
で
や
っ
て
い
こ
う

・
マ
ス
ク
無
し
で
ラ
イ
ブ
行
き
た
い　
　
　
　
　

・
人
と
の
触
れ
あ
い
が
ど
れ
だ
け

大
切
か
を
知
っ
た

・
不
完
全
な
が
ら
も
生
き
た
い　
　
　
　
　
　
　

・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
開
催
さ
れ
て

い
る
の
に

・
ワ
ク
チ
ン
パ
ス
ポ
ー
ト
は
嫌
が
ら
せ
だ
と
思
う
。
コ
ロ
ナ
に
罹
患
し
抗
体
出
来
て

る
の
に
パ
ス
ポ
ー
ト
渡
し
て
く
れ
な
い
。
分
断
さ
せ
ら
れ
て
る

・
等
身
大
で
生
き
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
大
学
に
何
の
思
い
入
れ
も
な
い

・
何
か
楽
し
い
こ
と
な
い
か　
　
　
　
　
　
　
　

・
コ
ロ
ナ
永
遠
に
終
わ
ら
な
い
の

で
は

・
大
学
四
年
間
、
コ
ロ
ナ
で
終
わ
る
ん
だ
ろ
う
な
・
自
分
の
時
間
が
増
え
る
の
は
嬉

し
い

・
通
話
し
な
が
ら
ゲ
ー
ム
す
る
の
も
楽
し
い　
　

・
コ
ロ
ナ
収
束
し
て
も
マ
ス
ク
な

く
な
ら
な
さ
そ
う

・
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
時
代
が
変
わ
っ
て
良
か
っ
た
と
思
う
こ
と
も
あ
る
と
思
う
。
変

わ
る
こ
と
に
順
応
し
た
い　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
変
化
に
乗
り
遅
れ
て
は
い
け
な

い・
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
な
い
。
も
が
く
だ
け
期
待
す
る
だ
け
し
ん
ど
い

・
感
染
対
策
を
し
な
い
人
に
憤
り
を
覚
え
る　
　

・
本
当
に
大
切
な
こ
と
は
何
か
を

考
え
る

・
職
場
で
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
義
務
は
断
じ
て
嫌
だ
な
と
思
う

・
子
ど
も
た
ち
に
学
校
生
活
で
し
か
で
き
な
い
経
験
を
さ
せ
て
や
れ
な
か
っ
た
こ
と

が
残
念

・
親
が
ち
ゃ
ん
と
言
う
よ
う
に
、
出
生
地
も
選
択
の
余
地
が
な
い
。
京
都
に
生
ま
れ

た
ら
外
観
を
保
つ
こ
と
が
優
先
さ
れ
て
し
ま
う
。
外
観
を
保
つ
こ
と
の
意
味
は
人
が

い
な
け
れ
ば
な
り
た
た
な
い
。
住
ん
で
い
る
人
の
人
生
と
か
が
外
観
を
保
つ
た
め
に

あ
る
の
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る（
（0
代
（

・
ア
ク
リ
ル
パ
ネ
ル
に
囲
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る

・
誰
か
の
役
に
立
ち
た
い　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
感
謝
し
て
生
き
た
い

・
慣
れ
は
こ
わ
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
自
分
が
嫌
に
な
っ
た

・
高
齢
の
方
で
体
の
不
自
由
で
歩
く
の
も
し
ん
ど
そ
う
な
人
が（
動
け
る
う
ち
は
（一

人
で
ど
こ
か
に
行
こ
う
と
し
た
り
何
か
し
よ
う
と
な
さ
る
。
こ
う
い
う
の
が
自
立
し

た
人
間
で
あ
り
自
由
を
も
っ
て
い
る
人
の
姿
だ
と
思
う

・
辛
そ
う
な
人
が
増
え
た

・
老
後
の
資
産
形
成　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
人
間
は
大
自
然
の
中
で
な
ん
と

弱
い
か

・
こ
れ
ま
で
の
ス
ピ
ー
ド
あ
る
日
常
で
は
考
え
る
余
白（ﾏﾏ

（の
な
か
っ
た
テ
ー
マ
に



四
八

　
　
　
　
佛

　
教

　
文

　
化

　
研

　
究

つ
い
て
再
考
し
た
い

・
給
与
保
障
に
感
謝　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
地
震
な
ど
大
災
害
が
起
こ
る
の

で
は
な
い
か
と
不
安
・
自
分
が
関
係
す
る
事
柄
を
聞
く
話
さ
れ
る
と
精
神
的
に
辛
く

な
る

・
今
ま
で
出
社
で
家
に
い
な
か
っ
た
父
母
が
テ
レ
ワ
ー
ク
で
家
に
い
る
こ
と
が
多
く

な
り
、
以
前
よ
り
仲
違
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た　

　　

重
複
す
る
内
容
は
極
力
避
け
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
多
種
多
様
な
思
い
と
不
安
定

な
日
常
生
活
が
存
在
す
る
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
が
付
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
だ

ろ
う
か
。
生
活
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
、
世
帯
収
入
・
家
族
構
成
・
働
き
方
、
宗
教
人
生

観
に
よ
っ
て
も
大
き
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
は
年
齢
に
よ
っ
て
も

Covid-（9

禍
で
の
捉
え
方
は
一
定
の
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
ら
は
別
稿

に
て
提
示
し
た
い
。

　

総
数
六
四
八
通
、
三
項
目
を
俯
瞰
し
、
行
い
た
か
っ
た
項
目
と
し
て
明
確
に
重
複

確
認
出
来
る
回
答
は
、

と
な
る
。

小
結

  

項
目
１
は
、「
苦
」
が
思
い
通
り
に
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、

Covid-（9

に
お
い
て
何
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
の
輪
郭
を
導
き
出
す
こ
と
が
出
来

る
。

　

こ
の
時
期
に
文
化
人
、
宗
教
者
、
研
究
者
、
為
政
者
が
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
こ
と
へ
の
省
察
が
可
能
で
は
な
い
か
。

　

Covid-（9

は
明
ら
か
に
、
巨
大
地
震
災
害
で
あ
る
東
日
本
大
震
災
や
阪
神
淡
路

大
震
災
の
対
応
と
様
相
が
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
社
寺
や
文
化
施
設
に
は
門
を

閉
ざ
す
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を
前
提
に
寄
り
添
い
や
手
助

け
、
手
次
が
制
限
さ
れ
た
。

　

年
齢
性
別
地
域
を
問
わ
す
、
旅
行
、
旅
が
ど
れ
ほ
ど
求
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。
旅

先
に
は
何
が
あ
る
の
か
。
旅
の
目
的
地
と
し
て
の
社
寺
や
文
化
施
設
で
あ
る
必
要
が

　　 一般回答　　（（（
旅行 （（（

（帰省を含む）
外出 （6
友人と会う （9
外食 （8
マスク外し （（
価値観の違い （0

　　　 中学生 （（7
旅行 （（0

（修学旅行を含む）
イベント中止 （（（

（部活、卒業式、入学式を含む）
マスク外し 78
外で遊ぶ 66

（友人とを含む）

戦前の旅行制限を促したタブレット

吉田初三郎草稿　いずれも浄閣蔵



四
九

　
　
　
　
苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

あ
る
。

　

回
答
に
は
戦
前
戦
時
中
を
想
起
さ
せ
る
風
潮
と
の
指
摘
も
あ
っ
た
。
近
代
、
多
く

の
鳥
瞰
図
を
描
い
た
吉
田
初
三
郎（
一
八
八
四
ー
一
九
五
五
（は
、「
も
し
私
ど
も
の

人
生
に
旅
と
い
ふ
も
の
が
な
か
っ
た
ら
。
ど
ん
な
尓
つ
ま
ら
な
い
世
の
中
と
な
る
事

で
あ
り
ま
せ
う
か（

（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

現存する日本最古の巡礼札
平等院蔵

　

元
々
、
旅
は
巡
礼
と
し
て
発
達
す
る
。『
仏
説
比
喩
経
』
の
「
時
有
一
人
。
遊
於

曠
野

（
（
（

。」
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
に
よ
り
「
こ
れ
こ
そ
ま
ぎ
れ
も
な
い
人
間
の
真
実
」
と

絶
賛
さ
れ
て
い
る
が
、『
長
阿
含
經
』
の
「
人
間
遊
行

（
6
（

」
な
ど
人
生
を
旅
そ
の
も
の

と
解
す
る
こ
と
も
出
来
な
く
は
無
い
。

　

旅
で
出
会
う
も
の
と
し
て
、
旅
を
と
も
に
す
る
も
の
と
し
て
、
旅
を
構
築
す
る
も

の
と
し
、
さ
ら
に
旅
の
目
的
と
し
てCovid-（9

禍
に
お
け
る
姿
勢
を
誰
も
が
熟
思

す
る
必
要
が
あ
ろ
う（

7
（

。
そ
も
そ
も
、
人
生
を
旅
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
最
終
目
的
と

旅（
人
生
（の
過
ご
し
よ
う
遣
り
様
を
明
確
に
す
る
必
要
も
あ
る
。

二　

ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ラ
ッ
ブ
『
絶
望
の
哲
学　

自
殺
に
つ
い
て
』
一

九
五
三
年
版

　

A
lphonse Rabbe

（
一
七
八
四
ー
一
八
二
九
（（
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ラ
ッ
ブ
と
以
下

表
す
る
（
は
、
歴
史
か
で
あ
り
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
一
九
世
紀
パ
リ
で
高
い
評

価
を
得
て
い
る
が
日
本
で
は
殆
ど
そ
の
紹
介
が
無
く
、 V

ictor-M
arie H

ugo 

ヴ
ィ

ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー（
一
八
〇
二
ー
一
八
八
五
（に
高
く
評
価
さ
れ
たA

lbum
 d'un 

pessim
iste

『
あ
る
厭
世
家
の
手
記
』（
一
九
三
五
（に
よ
り
ロ
マ
ン
派
と
し
て
文
類

さ
れ
る
が
、
自
然
主
義
作
家
と
し
て
評
し
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
中

に
納
め
ら
れ
て
い
るphilosphie de D

ésespoir  D
u suicide

『
絶
望
の
哲
学
』

の
な
か
「
自
殺
に
つ
い
て
」
は
、
そ
れ
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
思
想
を
先
取
っ
た
か
の
よ

う
な
展
開
が
み
ら
れ
る
。
一
九
五
三
年
に
こ
の
「
自
殺
に
つ
い
て
」
が
一
本
の
論
攷

と
し
て
出
版
さ
れ
る
背
景
に
は
、
第
二
次
大
戦
後
ロ
シ
ア
の
ヨ
シ
フ
・
ス
タ
ー
リ
ン

が
三
月
に
死
去
、
東
ベ
ル
リ
ン
暴
動
が
起
き
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
シ
ュ
ー
マ
ン

宣
言
を
経
て
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
撤
退
、
翌
年
の
ベ
ル
リ
ン
会
議
を
迎
え
る
に
あ
た
っ

て
冷
戦
下
に
お
け
る
第
一
次
米
ソ
デ
タ
ン
ト
に
向
か
う
気
配
の
あ
る
時
期
で
あ
る
。

　

日
本
で
は
こ
れ
ま
で
澁
澤
龍
彦
に
よ
る
『
悪
魔
の
い
る
文
学
史-

神
秘
家
と
狂
詩

人
』（
一
九
八
二

（
8
（

（に
よ
る
傍
流
の
異
才
人
と
し
て
の
紹
介
の
側
面
が
強
く
、
ロ
マ
ン

派
と
し
て
の
分
類
を
出
る
こ
と
が
な
か
っ
た（

9
（

。
実
際
、
ラ
ッ
ブ
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
ス

ペ
イ
ン
独
立
戦
争
に
従
軍
し
た
の
ち
梅
毒
に
罹
患
し
、
沈
痛
の
た
め
の
ア
ヘ
ン
過
剰

摂
取
の
た
め
死
亡（
自
死
の
仮
定
も
あ
る
（し
た
と
さ
れ
る
。
自
死
や
自
滅
に
焦
点
を

あ
て
論
じ
る
姿
勢
は
本
稿
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

　

四
〇
年
程
前
、
窪
田
般
弥
・
滝
田
文
彦
『
フ
ラ
ン
ス
幻
想
文
学
傑
作
選　

ロ
マ
ン

派
の
狂
熱
と
幻
影
』
二（
一
九
八
三
（に
「
あ
る
厭
世
家
の
手
記
」
の
一
部
と
し
て
短



五
〇

　
　
　
　
佛

　
教

　
文

　
化

　
研

　
究

編
の
詩
文
の
み
邦
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
幻
想
文
学
の
系
譜
に
押
し
込
ま
れ
、

管
見
の
限
り
そ
の
後
の
再
翻
訳
、
再
評
価
は
さ
れ
て
は
い
な
い
し
脚
註
も
な
く
、
全

文
邦
訳
は
は
じ
め
て
で
あ
ろ
う
。

　

近
年
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
テ
ィ
ン
グ
出
版
で
合
同
会
社EK

―State

に
よ
り

ILLU
M

IN
A

T
IO

N
S

『
イ
リ
ュ
ミ
ナ
シ
オ
ン
』
と
い
う
書
籍
が
計
画
さ
れ
、
死
者

や
光
な
ど
を
テ
ー
マ
に
し
た
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
・
ロ
シ
ア
の
物
故
者
未
邦
訳
作

品
、
写
真
な
ど
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が
創
刊
さ
れ
、
そ
の
中
に
は
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ラ

ッ
ブ
の
も
の
も
取
り
上
げ
る
気
配
が
あ
る
。
今
後
お
そ
ら
く
再
評
価
が
加
え
ら
れ
て

い
く
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
は
、
一
九
五
三
年
パ
リ　

レ
・
ベ
ル
・
レ
ク
チ
ュ
ー
ル
書
店
に
て
初
版
さ
れ

ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
ミ
ュ
ゼ
リ
が
緒
言
を
加
え
て
い
る
。
一
七
七
×
一
二
〇
㎜
リ
ー
フ
レ

ッ
ト
仕
様
、
本
文
三
一
頁（
表
紙
裏
表
紙
含
め
全
三
二
頁
（で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ミ

ュ
ゼ
リ
に
よ
り
日
本
で
は
な
じ
み
の
薄
い
ラ
ッ
ブ
の
生
涯
を
俯
瞰
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

表　　　　紙

本文最終頁

　

論
者
が
本
書
を
見
い
出
し
た
の
ち
邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
東
京
都
在
住
の
宝
木
多

万
紀
氏
に
フ
ラ
ン
ス
逐
語
訳
お
よ
び
訳
注
を
お
願
い
し
、
素
晴
ら
し
い
訳
を
与
え
て

頂
い
た
。
そ
れ
を
元
に
論
者
に
よ
り
少
し
で
も
現
代
日
本
語
に
近
く
す
る
試
み
を
加

え
、
以
下
に
そ
の
全
文
を
示
す
。

　

逐
語
訳
で
あ
る
と
タ
イ
ト
ル
は
「
自
殺
と
い
う
絶
望
の
哲
学
」
に
な
る
が
、
あ
え

て
窪
田
・
滝
田
両
氏
の
邦
訳
を
な
ぞ
り
「
自
殺
に
つ
い
て
」
と
し
た
。A

lbum
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に
つ
い
て
は
本
文
中
は
、「
あ
る
悲
観
主
義
者
の
記
録（
ア
ル
バ

ム
（」
と
し
た
。

 絶
望
の
哲
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

─
自
殺
に
つ
い
て
─

　
　
　
　
　
　
　
　

�

　
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ラ
ッ
ブ　
　

　
　

序

�

ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
ミ
ュ
ゼ
リ　
　

　
こ
れ
は
折
に
触
れ
て
述
べ
て
き
た
こ
と
だ
が
、
他
人
の
作
品
に
つ
い
て
説
明
し
よ

う
と
す
る
の
は
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
作
家
の
境
遇
や
血
筋
、
生
き
た
時
代
と

い
っ
た
、
そ
の
生
涯
に
ま
つ
わ
る
い
か
な
る
考
察
も
、
私
に
は
ま
っ
た
く
無
意
味
だ

と
し
か
思
え
な
い
。

　
し
か
し
、
作
家
の
人
生
と
作
品
と
が
、
そ
こ
に
関
連
を
見
出
す
の
も
あ
な
が
ち
短

絡
的
で
は
な
い
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
に
、
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
の
う
ち
に
展
開
す
る
こ
と

も
あ
る
―
―
い
わ
ば
因
と
果
の
よ
う
に
。

　
そ
の
実
例
が
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ラ
ッ
ブ
だ
。

　
日
々
、
彼
を
と
り
ま
く
状
況
が
悪
化
し
て
い
く
に
つ
れ
、
作
品
も
暗
さ
を
増
し
、

真
に
暗
黒
の
哲
学
と
呼
べ
る
域
に
達
し
た
。

　
ラ
ッ
ブ
は
一
七
八
六
年
、
マ
ル
セ
イ
ユ
北
東
の
リ
エ
に
生
ま
れ
る
。



五
一

　
　
　
　
苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

　
伝
記
作
家
の
エ
リ
テ
ィ
エ
は
皮
肉
た
っ
ぷ
り
に
こ
う
表
し
て
い
る
。「
こ
の
土
地

の
習
慣
で
は
め
っ
た
に
体
を
洗
わ
な
い
が
、
彼
は
真
冬
で
も
凍
え
る
水
風
呂
に
好
ん

で
浸
か
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
好
み
の
青
年
よ
ろ
し
く
油
を
擦
り
こ
ん
だ
体
で
円
盤
投
げ

を
し
、
槍
や
投
石
器
を
操
っ
た
。
ヌ
ミ
デ
ィ
ア
人
に
な
り
き
っ
て
耕
作
馬
に
ま
た
が

り
、
弓
と
矢
筒
を
背
に
ヤ
マ
ウ
ズ
ラ
を
仕
留
め
に
出
か
け
た
。
ふ
ん
ぞ
り
返
り
、
巻

き
舌
の
「
ｒ
」
の
発
音
で
ど
ぎ
つ
い
悪
態
を
ま
き
散
ら
し
な
が
ら
、
架
空
の
敵
を
呪

い
つ
づ
け
た
。
彼
は
ム
キ
ウ
ス
・
ス
カ
エ
ボ
ラ（
（1
（

に
な
り
た
か
っ
た
の
だ
。
あ
る
い
は

マ
ン
リ
ウ
ス
・
カ
ピ
ト
リ
ヌ
ス（
（（
（

に
、
レ
グ
ル
ス（
（1
（

に
、
レ
オ
ニ
ダ
ス（
（1
（

に
、
そ
し
て
狐
に

噛
ま
れ
て
も
動
じ
な
い
ス
パ
ル
タ
市
民
に
な
り
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
現
実
に
は
、

う
ぬ
ぼ
れ
屋
で
人
並
み
に
健
康
な
普
通
の
若
者
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
周
り
か
ら
ど

ん
な
に
滑
稽
に
見
ら
れ
て
も
、
彼
は
我
が
道
を
貫
い
た
」

　
の
ち
に
ジ
ュ
ー
ル
・
マ
ル
サ
ン（
（1
（

が
記
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ラ
ッ
ブ
は
美
徳
を

愛
す
る
ル
ソ
ー
の
信
奉
者
と
な
り
、
十
八
世
紀
、
こ
と
に
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
頃
に
生

ま
れ
た
常
套
句
を
熱
く
語
る
よ
う
に
な
っ
た
。　
や
が
て
社
会
に
出
た
彼
は
、
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
熱
狂
と
茶
番
―
―
政
治
的
陶
酔
、
芸
術
家
た
ち
の
誇
張
、
ロ
マ
ン
主
義

の
客
寄
せ
芝
居
な
ど
を
経
験
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
あ
る
時
、
こ
の
ロ
マ
ン
主
義
者

の
打
ち
ひ
し
が
れ
た
身
体
に
宿
る
や
つ
れ
た
魂
は
、
一
冊
の
稀
有
な
本
を
綴
っ
た
。

　
そ
こ
に
は
人
間
の
知
り
う
る
中
で
最
も
深
い
苦
悩
の
叫
び
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
ラ
ッ
ブ
は
一
八
〇
二
年
に
バ
ス
＝
ザ
ル
プ
県
の
知
事
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ド
・
ラ

メ
ッ
ト（
（1
（

の
個
人
秘
書
と
し
て
雇
わ
れ
た
も
の
の
、
数
か
月
で
退
屈
な
職
務
に
嫌
気
が

さ
し
て
パ
リ
へ
出
た
。

　
一
八
〇
八
年
、
軍
部
に
入
省
し
会
計
監
査
補
佐
官
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
に
赴
任
。
こ

の
地
で
彼
は
、
文
字
通
り
彼
の
人
生
そ
の
も
の
を
蝕
む
こ
と
に
な
る
病
の
種
を
拾
っ

て
し
ま
う（
（1
（

。
二
年
後
、
そ
の
病
の
た
め
に
職
を
失
っ
た
う
え
に
、
フ
ラ
ン
ス
へ
の
帰

国
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
エ
ク
ス
＝
ア
ン
＝
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
弁
護
士
会
に
登
録
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
マ
ル
サ
ン
に
よ
れ
ば
、「
ま
だ
病
が
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
か
っ
た
頃
、
ラ
ッ
ブ

は
そ
の
容
姿
の
美
し
さ
か
ら
エ
ク
ス
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
オ
ス（
（1
（

と
呼
ば
れ
た
も
の
だ
―
―

ほ
と
ば
し
る
才
気
、
桁
外
れ
の
雄
弁
術
、
芝
居
っ
気
の
あ
る
性
格
な
ど
、
美
点
も
欠

点
も
引
っ
く
る
め
た
す
べ
て
が
彼
の
魅
力
に
な
っ
て
い
た
。
お
の
ず
か
ら
、
彼
は
プ

ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
名
士
と
な
っ
た
。
そ
う
な
れ
ば
、
法
の
畑
か
ら
政
治
畑
へ
の
距
離
は

短
い
も
の
で
速
や
か
に
そ
の
道
を
突
き
進
ん
で
い
っ
た
」
と
い
う
。

　
ラ
ッ
ブ
は
ま
ず
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
の
王
党
派
に
加
わ
り
、
徹
底
し
て
「
王
位
簒
奪
者

（
王
党
派
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
に
つ
け
た
呼
び
名
（」
に
抵
抗
し
た
。
正
統
な
る
王
の

支
持
者
と
い
う
肩
書
き
を
期
待
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ラ
ッ
ブ
は
ロ
ヴ
ェ
ル
ド
将
軍

に
次
の
よ
う
に
書
き
送
っ
て
い
る
。「
私
の
よ
う
な
人
間
は
、
金
よ
り
名
誉
に
飢
え

て
い
る
の
で
す
」　

　
し
か
し
、
ラ
ッ
ブ
は
外
務
省
に
お
い
て
重
要
な
職
を
与
え
て
も
ら
え
な
か
っ
た
こ

と
で
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
公
爵（
（1
（

に
ひ
ど
く
失
望
し
た
。

　
ま
た
、
王
政
復
古
期
の
政
治
が
彼
の
望
ん
だ
戦
争
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
な
か
っ

た
。
そ
こ
で
反
体
制
の
自
由
派
に
乗
り
換
え
、
そ
こ
へ
変
わ
ら
ぬ
情
熱
を
傾
け
た
。

グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
で
逮
捕
、
投
獄
さ
れ
る
も
、
自
ら
弁
護
人
と
し
て
法
廷
に
立
っ
て
無

罪
を
勝
ち
取
り
、
重
罪
院
行
き
は
免
れ
た
。

　
二
年
間
の
沈
黙
の
後
、
ラ
ッ
ブ
は
パ
リ
に
舞
い
戻
る
が
、
そ
こ
に
待
っ
て
い
た
の

は
失
望
の
み
で
あ
っ
た
。
も
し
彼
が
（
の
ち
に
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
が
言
っ
た

よ
う
に
（
忘
恩
こ
そ
が
ブ
ル
ボ
ン
家
の
作
法
だ
と
知
っ
て
さ
え
い
た
ら
、
そ
れ
が
権



五
二

　
　
　
　
佛

　
教

　
文

　
化

　
研

　
究

力
を
得
た
民
主
主
義
者
の
作
法
で
も
あ
る
と
気
づ
け
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
い
く
つ
も
の
新
聞
に
寄
稿
し
て
は
激
論
を
交
わ
し
、
歴
史
家
と
し
て
の
仕
事
を
増

や
し
な
が
ら
彼
は
食
い
ぶ
ち
を
稼
い
だ
。
病
の
進
行
に
も
め
げ
ず
、
そ
の
筆
の
勢
い

が
衰
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
ラ
ッ
ブ
を
知
る
人
た
ち
に
よ
れ
ば
、
彼
は
そ
の
雄
弁
さ
に
お
い
て
こ
そ
本
領
を
発

揮
し
た
と
い
う
。

　
ア
ル
マ
ン
・
カ
レ
ル（
（1
（

に
よ
れ
ば
「
ラ
ッ
ブ
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
―
―
彼
の
苦
悩

や
感
銘
を
受
け
た
こ
と
、
見
て
き
た
こ
と
や
学
ん
だ
こ
と
を
語
る
と
き
の
姿
は
実
に

に
立
派
だ
っ
た
。
語
彙
や
表
現
が
豊
か
で
、
話
し
方
は
上
品
な
ア
ク
セ
ン
ト
で
力
強

く
堂
々
た
る
も
の
で
、
身
振
り
手
振
り
は
と
て
も
自
然
で
わ
ざ
と
ら
し
さ
を
感
じ
さ

せ
な
か
っ
た
。
病
が
彼
の
容
貌
を
破
壊
し
て
し
ま
う
ま
で
は
、
表
情
も
仕
草
も
す
べ

て
が
ま
る
で
絵
画
の
よ
う
に
引
き
込
ま
れ
る
も
の
だ
っ
た
」
と
い
う
。

　
し
か
し
、
病
状
は
さ
ら
に
悪
化
し
て
い
っ
た
。

　
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・
ユ
ゴ
ー
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
彼
の
瞼
、
鼻
孔
、
唇

は
見
る
影
も
な
く
蝕
ま
れ
て
い
た
。
顎
ひ
げ
、
黒
ず
ん
で
い
た
歯
は
す
っ
か
り
抜
け

落
ち
、
金
色
の
巻
き
毛
だ
け
が
変
わ
ら
ず
肩
の
上
で
揺
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
ま

だ
開
け
ら
れ
る
片
眼
に
は
誇
り
高
い
ま
な
ざ
し
が
宿
り
、
率
直
で
毅
然
と
し
た
微
笑

み
は
、
醜
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
顔
面
に
な
お
も
美
し
い
輝
き
を
添
え
て
い
た
」

　
人
生
の
最
後
の
数
年
間
も
、
悲
劇
は
加
速
し
て
い
く
ば
か
り
だ
っ
た
。
い
や
増
す

身
体
的
苦
痛
の
た
め
に
仕
事
も
手
に
つ
か
な
く
な
り
、
ほ
と
ん
ど
書
く
こ
と
も
で
き

な
く
な
っ
た
。

　
一
八
二
八
年
春
、
ラ
ッ
ブ
は
新
た
な
、
そ
し
て
最
後
の
悲
し
み
に
打
ち
の
め
さ
れ

る
。

　
使
用
人
と
し
て
家
に
入
っ
た
若
き
ピ
カ
ル
ド
と
い
う
女
性
が
、
ラ
ッ
ブ
の
醜
く
成

り
果
て
た
容
姿
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
が
、
彼
女
が
そ

の
年
の
五
月
十
一
日
に
あ
っ
け
な
く
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ユ
ゴ
ー
の
手
元
に
は
こ
の
頃
に
ラ
ッ
ブ
か
ら
受
け
取
っ
た
悲
痛
な
手
紙
が
残
っ
て

い
る
。「
友
よ
、
先
ほ
ど
君
の
家
の
前
を
通
り
か
か
っ
て
、
寄
っ
て
い
こ
う
か
迷
っ

た
け
れ
ど
や
め
た
ん
だ
。
彼
女
の
墓
に
花
を
供
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
ね
。
気
で
も
ふ

れ
た
か
と
君
は
思
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
僕
は
あ
の
墓
に
わ
が
思
い
の
す
べ
て
を
置

い
て
き
た
。
君
も
知
っ
て
の
と
お
り
、
僕
の
心
は
も
う
、
彼
女
を
失
っ
た
悲
し
み
を

直
視
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
ほ
ど
悲
惨
な
状
態
だ
。
涙
は
と
う
に
涸
れ
果
て
た
け

れ
ど
も
、
愛
惜
の
念
は
永
遠
に
尽
き
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
僕
を
残
し
て
逝
っ
て

し
ま
っ
た
彼
女
の
、
一
見
平
凡
な
魂
の
真
実
を
知
っ
て
い
た
の
は
僕
だ
け
だ
。
無
知

で
純
真
で
自
分
を
顧
み
な
い
彼
女
の
た
め
に
こ
そ
、
僕
は
こ
の
世
に
存
在
し
て
い
た

の
だ
。
最
期
に
彼
女
は
僕
の
腕
の
中
で
、
ま
る
で
一
番
の
願
い
が
叶
っ
た
か
の
よ
う

に
ひ
と
つ
息
を
吐
い
た
―
―
そ
し
て
僕
は
ひ
と
り
、
残
さ
れ
た
」

　
一
年
後
、
ラ
ッ
ブ
は
そ
の
生
涯
を
終
え
た
。

　
ラ
ッ
ブ
の
著
作
目
録
は
数
ペ
ー
ジ
分
に
わ
た
る
。

　
ジ
ュ
ー
ル
・
マ
ル
サ
ン
に
よ
れ
ば
、
歴
史
関
係
の
刊
行
物
が
十
点
以
上
、
小
冊
子

が
十
二
点
、
定
期
刊
行
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
は
百
点
以
上
に
の
ぼ
る
と
い
う
。

　
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
死
に
つ
い
て
の
考
察
―
―
包
括
的
ナ
ポ
レ
オ
ン
入
門
』
の
ほ
か
、

『
あ
る
悲
観
主
義
者
の
ア
ル
バ
ム
』
と
題
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
全
二
巻
の
著
作
集

（
パ
リ
＝
デ
ュ
モ
ン
、
一
八
三
五
年
（
に
は
、「
絶
望
の
哲
学
」、「
断
罪
さ
れ
し
者
の

地
獄
」、「
か
な
し
き
余
暇
」
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
の
た
び
、「
絶
望
の
哲
学
」
よ
り
、『
自
殺
に
つ
い
て
』
が
一
冊
の
本
と



五
三

　
　
　
　
苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

し
て
刊
行
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。

　
出
版
に
あ
た
り
我
々
は
、
本
書
が
新
た
な
自
殺
志
願
者
を
生
む
も
の
で
は
な
い
と
、

良
心
に
誓
っ
て
保
証
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
殺
反
対
論
が
人
々
に
自
殺
を
思
い
と
ど

ま
ら
せ
て
き
た
の
が
事
実
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
自
殺
擁
護
論
が
人
々
を
自
殺
に
駆

り
立
て
た
こ
と
な
ど
な
い
の
も
事
実
だ
か
ら
だ
。
む
し
ろ
、
人
間
に
自
殺
と
い
う
最

も
確
実
な
方
法
で
自
ら
人
生
を
終
わ
ら
せ
る
権
利
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
ラ
ッ

ブ
の
理
性
的
か
つ
内
省
的
考
察
は
、
我
々
に
、
人
生
に
と
ど
ま
ろ
う
と
い
う
力
強
い

動
機
を
与
え
て
く
れ
る
と
我
々
は
信
じ
て
い
る
。

　
と
は
い
え
、
も
し
弱
っ
た
心
の
持
ち
主
が
自
殺
の
誘
惑
に
駆
ら
れ
た
ら
、
マ
ラ
ル

メ
の
勝
利
の
叫
び
を
思
い
浮
か
べ
て
ほ
し
い
。

「
美
し
き
自
殺
か
ら
誇
ら
か
に
逃
れ
て
！
」

あ
る
い
は
、
ラ
・
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
の
悟
り
の
言
葉
に
力
を
借
り
て
ほ
し
い
。

「
紳
士
マ
エ
ケ
ナ
ス
は
言
っ
た
。
た
と
え
痛
風
を
患
い
手
足
が
使
え
な
く
な
っ
て
も
、

生
き
て
さ
え
い
ら
れ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
。
そ
れ
以
上
の
幸
福
は
な
い
」

絶
望
の
哲
学

　
　

～
自
殺
に
つ
い
て
～

　
　

�

ア
ル
フ
ォ
ン
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・
ラ
ッ
ブ　
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自
ら
命
を
絶
つ
と
い
う
こ
と
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
私
は
考
え
続
け
て
き
た
―

―
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
経
験
し
た
数
々
の
つ
ら
い
局
面
と
生
来
の
性
格
が
結
び
つ
い

て
、
私
は
賛
否
両
論
あ
る
こ
の
行
為
を
、
い
ず
れ
我
が
身
に
関
わ
り
得
る
問
題
と
し

て
吟
味
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
実
の
と
こ
ろ
私
も
か
つ
て
は
、
自
殺
は
許
し
が
た
い
行
い
だ
と
い
う
立
場
を
と
っ

て
い
た
。
と
か
く
人
間
は
そ
う
や
っ
て
他
人
を
戒
め
る
に
飽
き
足
ら
ず
、「
自
ら
の

命
を
犠
牲
に
し
て
苦
界
か
ら
解
放
さ
れ
る
権
利
」
ま
で
も
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
も

の
だ
。

　
さ
ら
に
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
人
間
の
愚
行
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
の
だ
が
、
我
々
は

道
徳
や
宗
教
か
ら
も
「
自
殺
」
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
。
た
し
か
に
、
自
殺
は
理
性

を
欠
い
た
絶
望
の
結
果
で
あ
る
場
合
も
多
い
が
、
神
の
創
造
物
と
し
て
の
誇
り
と
不

屈
の
尊
厳
を
持
つ
高
潔
な
魂
の
な
か
で
、
俗
世
に
対
す
る
憤
懣
が
爆
発
し
た
結
果
で

あ
る
場
合
も
多
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
殺
は
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
人
々
は
、
不
思
議
な
ほ
ど
あ
っ
さ
り
と
自
殺
を
実
行

し
た
。
当
時
の
歴
史
家
た
ち
、
な
か
で
も
プ
ル
タ
ル
コ
ス（
11
（

は
、
涙
を
誘
う
自
殺
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
い
く
つ
か
挙
げ
な
が
ら
人
間
を
礼
賛
し
て
い
る
。
小
カ
ト
ー（
1（
（

の
自
殺
に

つ
い
て
は
こ
こ
で
は
語
る
ま
い
。
彼
の
死
は
も
っ
と
美
し
く
、
よ
り
豊
か
な
意
味
の

あ
る
犠
牲
で
あ
り
、
も
っ
と
言
え
ば
優
雅
で
す
ら
あ
る
。
英
雄
的
精
神
、
友
情
、
愛
、

す
べ
て
を
兼
ね
備
え
た
魂
の
偉
大
さ
が
際
立
っ
て
い
る
。

　
古
の
思
想
家
た
ち
も
ま
た
、
自
殺
を
否
定
し
な
か
っ
た
。

　
も
っ
と
も
高
潔
な
ロ
ー
マ
皇
帝
で
あ
り
、
私
人
と
し
て
も
人
類
最
高
の
賢
者
で
あ

っ
た
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス（
11
（

の
哲
学
に
は
、
諦
念
と
敬
虔
さ
と
い
う
傑
出
し
た
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性
質
が
表
れ
て
い
る
。
わ
が
敬
愛
す
る
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
は
、
私
が
耐
え
が
た
い
苦

し
み
の
中
に
あ
っ
た
と
き
、
自
ら
命
を
絶
つ
選
択
を
是
と
し
て
く
れ
た
。
た
だ
し
こ

の
世
を
捨
て
る
そ
の
際
に
は
、
た
と
え
ば
煙
草
臭
い
部
屋
か
ら
自
分
の
意
志
で
出
て

い
く
時
と
同
じ
よ
う
に
、
一
切
の
怒
り
も
不
安
も
恨
み
も
抱
か
ず
、
断
固
た
る
態
度

と
平
ら
か
な
心
持
ち
の
も
と
で
実
行
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
。

　
そ
ん
な
私
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
人
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
自
由
意

志
に
よ
る
死
と
並
ん
で
注
目
す
べ
き
先
達
の
放
埓
さ
は
、
彼
ら
が
創
造
主
に
対
す
る

人
間
の
恩
義
や
責
務
に
関
し
て
、
我
々
現
代
人
の
よ
う
に
洗
練
さ
れ
た
思
想
を
持
っ

て
い
な
か
っ
た
が
故
の
も
の
だ
。
古
代
人
の
行
動
原
理
は
、
我
々
が
唯
一
の
真
な
る

宗
教
に
た
ど
り
着
い
て
得
た
倫
理
観
に
比
べ
、
彼
ら
の
そ
れ
が
劣
る
こ
と
を
は
っ
き

り
と
証
明
し
て
い
る
で
は
な
い
か
」
と
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
マ
ル
ク
ス
・
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス（
11
（

、
聖
ト
ラ
セ
ア（
11
（

、
小
カ
ト
ー
と
い
っ

た
偉
人
た
ち
が
、
人
間
の
尊
厳
に
つ
い
て
、
そ
し
て
人
間
が
神
に
対
し
て
果
た
す
べ

き
義
務
に
つ
い
て
、
正
し
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
だ
が
そ
の

点
に
つ
い
て
は
今
は
置
い
て
お
く
と
し
て
、
現
代
で
も
、
も
し
ほ
と
ん
ど
の
人
が

「
公
衆
道
徳
壊
乱
の
徒
」
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
る
惧
れ
に
道
を
阻
ま
れ
ず
、
度
胸
が

理
性
に
打
ち
勝
っ
て
自
己
を
真
摯
に
表
現
で
き
て
さ
え
い
れ
ば
、
自
殺
擁
護
論
者
の

数
は
間
違
い
な
く
も
っ
と
多
い
は
ず
だ
。
そ
ん
な
状
況
に
あ
る
現
代
の
思
想
家
で
は
、

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
と
ル
ソ
ー
を
例
に
と
れ
ば
十
分
だ
ろ
う
。
す
ぐ
れ
た
英
知
を
持
つ

彼
ら
だ
か
ら
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
美
徳
」
へ
の
愛
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。

　
ま
ず
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
。
人
間
に
は
、
自
分
と
い

う
存
在
を
脱
ぎ
捨
て
る
自
由
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も

意
の
ま
ま
に
行
使
で
き
る
身
体
機
能
に
縛
ら
れ
た
生
に
対
す
る
嫌
悪
は
、
最
も
豊
か

な
独
立
性
の
源
で
あ
り
、
不
屈
の
自
尊
心
の
証
で
あ
る
。
こ
の
高
度
な
死
の
学
問
に

お
け
る
卓
越
こ
そ
が
、
古
代
ロ
ー
マ
人
が
称
え
ら
れ
る
理
由
な
の
だ
、
と
。

　
『
ペ
ル
シ
ア
人
の
手
紙
』
の
な
か
で
既
に
示
さ
れ
て
い
た
こ
の
考
え
方
は
、
モ
ン

テ
ス
キ
ュ
ー
の
人
生
を
通
し
て
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
著
名
な
作
家
が
、

哲
学
的
主
張
に
関
し
て
自
ら
の
初
期
の
著
作
と
後
年
の
著
作
を
比
較
し
、
あ
え
て
過

去
の
自
分
に
反
論
す
る
こ
と
も
厭
わ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
注
目
に

値
す
る
。

　
一
方
の
ル
ソ
ー
に
関
し
て
言
え
ば
、
ボ
ニ
ス
ト
ン
と
サ
ン
・
プ
ル
ー（
11
（

の
書
簡
を
注

意
深
く
読
み
込
ん
だ
読
者
な
ら
ば
、
彼
の
意
見
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
。
だ
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
得
心
が
行
く
ま
で
読
み
込
ん
で
い
な
い
人
や
記
憶
に

残
っ
て
い
な
い
人
の
場
合
、
当
の
サ
ン
＝
プ
ル
ー
が
自
殺
の
計
画
を
断
念
し
て
い
る

と
い
う
の
に
、
自
殺
に
つ
い
て
肯
定
的
な
結
論
に
た
ど
り
着
け
る
だ
ろ
う
か
？
答
え

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
い
う
手
合
い
が
、
高
潔
な
友
の
論
理
に
で
は
な
く
情
に

依
っ
た
判
断
に
軍
配
を
上
げ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
ル
ソ
ー
に
水
を
向
け
た
か
ら
に
は
、
私
の
主
張
の
正
当
性
を
証
明
し
て
い
く
前
に
、

こ
の
賢
人
が
提
起
し
た
あ
る
命
題
を
取
り
上
げ
ね
ば
な
る
ま
い
。
知
の
領
域
に
お
い

て
、
こ
の
次
元
の
才
能
に
触
れ
て
し
ま
え
ば
、
も
う
凡
庸
な
作
品
を
読
ん
で
も
取
る

に
足
り
な
い
も
の
と
し
か
思
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
優
れ
た
先
人
へ
の
尊
敬
は
、
度
を
越
す
と
石
橋
を
叩
く
よ
う
な
過
ち
に

陥
る
。
た
と
え
ば
科
学
の
分
野
で
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
が
す
で
に
解
決
し

た
学
問
的
命
題
に
ま
で
、
さ
ら
な
る
正
確
さ
を
加
え
よ
う
と
い
う
無
謀
な
愚
行
に
走

っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　
だ
が
倫
理
哲
学
の
分
野
に
な
る
と
話
は
別
で
あ
る
。
明
白
な
事
実
や
考
察
に
関
す
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苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

る
人
間
の
正
確
な
認
識
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
こ
で
は
足
枷
に
し
か
な
ら
な
い
。
人

間
自
身
が
主
題
と
な
る
考
察
を
す
る
場
合
、「
感
情
こ
そ
が
精
神
の
根
幹
で
あ
る
」

た
め
、
そ
の
人
の
魂
に
と
っ
て
最
も
重
大
な
関
心
事
に
つ
い
て
の
信
念
は
、
個
々
の

感
情
を
理
解
し
一
般
化
す
る
能
力
と
相
当
な
熟
慮
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ル
ソ
ー
の
唱
え
た
「
普
遍
的
な
感
情（
11
（

」
を
引
き
出
し
構
築
す
る
こ
と
は
、

倫
理
学
に
お
い
て
す
べ
て
の
論
者
に
与
え
ら
れ
た
正
義
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
よ
り
良
い
社
会
制
度
や
生
活
の
礎
と
な
る
重
要
な
真
理
の
証
明
が
必
要

に
な
る
た
び
に
、
人
は
あ
れ
こ
れ
理
由
を
つ
け
て
こ
の
「
普
遍
的
感
情
」
を
利
用
す

る
の
だ
。

　
ち
な
み
に
、
私
は
よ
く
他
人
の
領
分
に
踏
み
込
ん
で
競
っ
た
り
、
自
分
よ
り
強
い

相
手
と
張
り
合
っ
た
り
し
で
か
す
の
だ
が
、
そ
ん
な
場
合
に
も
こ
れ
は
当
て
は
ま
る
。

　
ル
ソ
ー
に
論
破
さ
れ
た
自
殺
に
反
対
す
る
も
っ
と
も
ら
し
い
論
拠
の
な
か
で
、
唯

一
、
私
が
検
討
に
値
す
る
と
思
う
の
は
、
神
に
与
え
ら
れ
た
場
所
で
積
む
べ
き
善
行

を
成
し
て
い
な
い
と
し
て
、
自
殺
す
る
人
に
責
任
が
あ
る
と
非
難
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
自
殺
を
す
る
人
は
自
分
が
不
幸
の
ど
ん
底
に
い
る
と
思
っ
て

い
る
。

　
そ
も
そ
も
、
そ
れ
ほ
ど
の
極
限
状
態
、
つ
ま
り
人
生
で
得
ら
れ
る
は
ず
の
恩
恵
が

運
命
の
い
た
ず
ら
に
よ
っ
て
台
無
し
に
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
窮
地
に
で
も
陥
ら
な

い
限
り
、
誰
も
そ
の
権
利
を
放
棄
し
よ
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
誰
か
が
安
易

か
つ
冷
静
に
自
ら
命
を
絶
っ
た
よ
う
に
見
え
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
彼

が
品
位
と
尊
厳
を
保
っ
た
ま
ま
人
生
最
後
の
行
為
を
果
た
す
べ
く
、
思
索
や
哲
学
の

助
け
を
借
り
て
じ
っ
く
り
計
画
を
練
る
だ
け
の
知
恵
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

誇
り
高
い
半
面
、
恐
怖
も
伴
う
そ
の
行
為
を
達
成
し
た
暁
に
は
古
代
人
た
ち
が
と
っ

て
お
き
の
秘
密
に
し
て
き
た
何
ら
か
の
「
旨
味
」
が
約
束
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、

す
ぐ
に
は
飛
び
つ
か
な
い
周
到
さ
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　
こ
の
上
さ
ら
に
指
摘
す
る
必
要
も
な
い
が
、
自
殺
と
は
必
ず
し
も
極
限
の
状
況
と

激
し
い
情
動
を
動
機
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
生
へ
の
憂
鬱
、
倦
怠
、
飽
満
が
静
か

に
積
み
重
な
っ
た
結
果
、
い
た
っ
て
平
静
と
も
言
え
る
精
神
状
態
の
も
と
で
実
行
さ

れ
る
場
合
も
あ
る
の
だ
。

　
で
は
、
自
分
に
価
値
を
見
出
せ
な
く
な
っ
た
人
間
に
は
一
体
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
も
し
、
苦
し
み
に
よ
っ
て
道
徳
心
を
く
じ
か
れ
、
過
ち
に
よ
っ
て
人
生
と
い
う
ゲ

ー
ム
を
ふ
い
に
し
て
し
ま
っ
た
人
を
、
善
き
行
い
の
力
で
変
え
た
い
と
望
む
な
ら
、

甘
く
優
し
い
香
水
を
吸
い
込
ま
せ
て
窒
息
し
た
精
神
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
こ
と
だ
。

反
対
に
、
刺
激
的
な
塩
や
辛
辣
な
酢
を
与
え
て
も
、
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
た
感
受

性
の
名
残
に
虚
し
く
気
づ
か
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
人
間
の
道
徳
そ
の
も
の
を
貶
め
て
そ
の
名
誉
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
忌
ま
わ
し
い
極

論
は
置
い
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
は
選
び
抜
い
た
主
題
だ
け
を
検
証
し
、
自
責
の
念
ゆ

え
に
深
ま
る
苦
悩
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
「
不
幸
な
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
」
に
焦
点
を

当
て
た
い
と
思
う
。

　
と
は
い
え
、
苦
悩
が
堕
落
を
招
く
こ
と
も
あ
る
。

　
こ
の
類
の
堕
落
は
、
当
人
の
痛
み
の
中
に
自
分
は
無
実
で
あ
る
と
い
う
強
い
思
い

が
あ
る
だ
け
に
い
っ
そ
う
や
っ
か
い
で
あ
る
。

　
幸
福
を
得
る
権
利
と
、
彼
を
苦
し
め
る
運
命
と
の
間
に
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
矛
盾

が
あ
る
。
延
々
と
続
く
こ
の
闘
い
の
戦
局
は
、
無
実
の
勝
利
に
は
程
遠
く
、
む
し
ろ

敗
北
寸
前
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
こ
の
秩
序
と
堕
落
し
た
正
義
の
逆
転
現
象
は
、

極
端
で
あ
り
な
が
ら
至
極
平
凡
で
も
あ
る
。
不
幸
な
人
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
世
界
の
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有
様
は
、
神
に
追
放
さ
れ
た
悪
神
や
理
不
尽
な
運
命
の
は
き
溜
め
な
の
だ
。
そ
の
証

拠
に
、
世
界
を
支
配
す
る
凶
悪
な
神
ア
フ
リ
マ
ン（
11
（

の
イ
メ
ー
ジ
は
、
人
間
の
精
神
を

軽
視
し
嫌
悪
す
る
一
方
、
特
権
階
級
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
た
ち
が
彼
ら
の
あ
り
き
た
り
な

神
の
概
念
に
組
み
入
れ
た
一
連
の
矛
盾
や
一
貫
性
の
な
さ
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。

　
こ
の
境
地
に
立
た
さ
れ
た
と
き
、
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
た
善
良
さ

を
損
な
い
、
美
徳
を
失
う
の
は
目
に
見
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
世
を
去
る

の
が
最
良
の
策
な
の
だ
。
能
動
的
な
魂
に
恐
る
べ
き
疑
念
が
浸
透
し
始
め
た
な
ら
、

そ
れ
に
蝕
ま
れ
る
前
に
人
生
か
ら
脱
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
道
徳
が
壊
滅
す
る
ま

で
び
く
び
く
し
な
が
ら
待
つ
の
で
は
な
く
、
す
み
や
か
に
神
の
玉
座
の
元
へ
行
き
、

自
ら
の
不
信
を
差
し
出
す
ほ
う
が
よ
く
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
そ
し
て
吐
息
一
つ
で

我
々
人
間
を
創
造
し
た
全
能
な
る
神
に
、
純
真
無
垢
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
い
く
ら

か
の
美
徳
を
備
え
、
崇
高
な
夢
を
持
つ
魂
を
返
上
す
る
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い

か
？

　
で
は
、
早
々
に
世
を
去
る
こ
と
に
ど
ん
な
利
点
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
は
私
の
人
生

に
お
け
る
最
大
の
関
心
事
の
一
つ
で
あ
る
。

　
ま
だ
若
輩
の
頃
、
ク
レ
オ
ビ
ス
と
ビ
ト
ン（
11
（

の
物
語
を
涙
な
が
ら
に
読
ん
だ
と
き
、

私
は
こ
の
神
秘
的
か
つ
感
動
的
な
物
語
の
な
か
に
隠
さ
れ
た
重
大
な
真
理
に
気
づ
い

た
―
―
生
き
る
こ
と
は
不
幸
で
あ
る
。
人
生
に
苦
め
ら
れ
て
き
た
私
に
は
、
そ
れ
が

身
に
染
み
て
分
か
っ
た
。
た
だ
、
今
の
私
は
当
時
と
同
じ
よ
う
に
は
感
じ
な
い
。
冷

徹
で
頭
で
っ
か
ち
な
打
算
に
抑
え
込
ま
れ
て
、
あ
の
感
覚
的
な
真
理
は
私
か
ら
離
れ

て
い
っ
た
。
た
だ
時
お
り
舞
い
戻
っ
て
き
て
は
、
私
に
か
つ
て
の
感
受
性
を
取
り
戻

さ
せ
、
私
の
心
を
後
悔
で
ず
た
ず
た
に
切
り
裂
く
の
で
あ
る
。
い
た
ず
ら
に
三
十
年

も
生
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
人
に
与
え
、
与
え
ら
れ
た
愛
が
朽
ち
て
い
く
の
を
た
だ

見
過
ご
し
て
き
た
こ
と
。
若
さ
と
い
う
輝
か
し
い
幻
想
の
ま
っ
た
だ
中
に
あ
る
う
ち

に
こ
の
身
を
屍
衣
で
包
ま
な
か
っ
た
こ
と
。
大
切
な
も
の
す
べ
て
を
自
分
よ
り
先
に

墓
へ
送
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
―
―
そ
う
し
た
後
悔
の
数
々
に
、
私
は
今
も
苛
ま
れ
て

い
る
。

《
二
》

　
宗
教
倫
理
の
戒
律
か
ら
爪
弾
き
に
さ
れ
て
い
る
「
自
殺
」
だ
が
、
じ
つ
は
あ
ら
ゆ

る
宗
教
の
精
神
と
調
和
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
さ
ほ
ど
難
し
く
な
い
。

宗
教
の
最
も
普
遍
的
な
原
理
は
、
人
間
に
、
絶
対
的
な
愛
と
生
ま
れ
持
っ
た
情
熱
を

犠
牲
に
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
と
い
う
の
も
、
信
仰
に
お
い
て
、
神
へ
の
崇
拝
は

犠
牲
に
よ
っ
て
し
か
証
明
さ
れ
な
い
か
ら
だ
。
見
せ
か
け
に
す
ぎ
な
い
場
合
も
ま
ま

あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
犠
牲
な
く
し
て
は
、
信
仰
は
お
ろ
か
宗
教
そ
の
も
の
が
存
在

し
得
な
い
だ
ろ
う
。

　
大
衆
的
信
仰
と
は
、
人
間
に
つ
き
も
の
の
贖
罪
の
意
識
や
、
万
物
に
対
し
て
慈
悲

と
破
壊
の
力
を
及
ぼ
す
神
へ
の
自
発
的
な
礼
讃
に
よ
っ
て
神
の
怒
り
を
宥
め
る
必
要

性
か
ら
確
立
し
た
も
の
だ
。

　
支
払
う
犠
牲
が
大
き
い
ほ
ど
被
る
犠
牲
は
少
な
く
な
り
、
神
に
ふ
さ
わ
し
い
賛
美

を
捧
げ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
未
開
人
だ
っ
た
我
々
の
先
祖
た
ち
は
、
ド
ル
イ
ド
僧（
11
（

の

託
宣
に
従
い
、
祭
壇
の
元
に
生
け
贄
の
お
び
た
だ
し
い
血
を
流
す
こ
と
で
、
彼
ら
の

残
忍
な
神
の
苛
烈
な
怒
り
を
和
ら
げ
よ
う
と
努
め
た
。
ま
た
、
戦
の
勝
敗
の
行
方
を

占
う
際
に
も
大
量
の
生
け
贄
が
捧
げ
ら
れ
た
。
黒
づ
く
め
の
聖
職
者
た
ち
の
声
を
介

し
て
彼
ら
に
語
り
か
け
る
神
テ
ウ
タ
テ
ス（
11
（

は
、
そ
の
偶
像
の
前
に
慄
き
な
が
ら
も
進

み
出
た
勇
敢
な
戦
士
に
、
彼
自
身
の
犠
牲
の
代
わ
り
と
し
て
彼
の
妻
子
の
血
を
要
求
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苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

す
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
を
恐
れ
て
自
ら
の
命
を

捧
げ
る
不
幸
な
未
開
人
は
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。

　
同
様
の
信
仰
の
名
残
は
、
一
部
の
地
域
で
未
だ
に
み
と
め
ら
れ
る
。

　
か
つ
て
は
地
球
上
の
す
べ
て
の
国
家
に
共
通
す
る
も
の
だ
っ
た
原
始
的
な
風
習
が
、

旧
世
界
を
破
壊
し
死
の
記
憶
だ
け
を
残
し
た
惨
禍
の
後
も
な
お
、
残
存
し
て
い
る
の

だ
。

　
今
日
も
ジ
ャ
グ
ル
ナ
の
大
寺
院
の
偶
像
崇
拝
者
た
ち
は
神
像
を
頂
く
山
車
の
元
に

傅
き
、
山
車
が
引
き
ま
わ
さ
れ
る
盛
大
な
儀
式
の
日
に
は
、
自
分
た
ち
の
体
に
短
刀

を
打
ち
立
て
て
は
神
の
車
輪
が
ゆ
く
道
を
血
で
赤
く
染
め
て
い
る
。

　
歴
史
を
ひ
も
解
き
、
さ
ら
に
実
例
を
積
み
上
げ
る
こ
と
は
容
易
い
が
、
今
は
や
め

て
お
こ
う
。
本
来
「
犠
牲
」
は
本
質
的
な
問
題
で
も
な
け
れ
ば
、
我
ら
が
神
聖
な
る

キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
教
義
で
も
な
い
。
で
は
な
ぜ
ミ
サ
で
は
尊
い
犠
牲
に
つ
い
て
説

教
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
神
が
我
々
を
救
済
す
る
た
め
に
御
身
の
痛
み
を
顧
み
ず
御

子
を
差
し
出
し
、
責
め
苦
を
受
け
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
ミ
サ
と
は
、
信
仰
の
「
更

新（
1（
（

」
を
通
し
て
、
こ
の
神
秘
な
る
犠
牲
を
記
念
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
異
端
審
問
の
火
刑
も
ま
た
、
こ
の
類
の
も
の
で
あ
っ
た
。
い
つ
の
世
も
、
短
気
で

嫉
妬
深
い
神
を
い
か
に
鎮
め
る
か
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
貞
潔
、
清
貧
、
従
順
、

そ
し
て
自
己
犠
牲
の
誓
い
を
立
て
た
修
道
生
活
の
終
わ
り
な
き
労
苦
、
そ
れ
は
自
分

と
い
う
存
在
を
日
々
痛
め
つ
け
壊
し
続
け
る
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ば
永
続
的
な
自
殺

に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
は
た
し
て
自
殺
は
己
に
対
す
る
も
っ
と
も
苛
酷

な
仕
打
ち
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
思
い
に
自
分
の
命
を
絶
っ
た
り
、
殺
し
合

っ
て
犠
牲
者
の
肉
片
を
祭
壇
に
捧
げ
た
り
す
る
こ
と
よ
り
も
過
酷
な
道
が
こ
の
世
に

は
あ
る
。

　
「
神
を
生
み
出
し
た
の
が
人
間
な
ら
、
神
を
喜
ば
せ
る
術
を
生
み
出
し
た
の
も
他

な
ら
ぬ
人
間
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
理
に
か
な
っ
て
い
よ
う
と
い
ま
い
と
、
さ

ら
に
そ
れ
が
神
に
対
す
る
侮
辱
で
あ
ろ
う
と
名
誉
で
あ
ろ
う
と
、
私
に
そ
れ
ら
を
検

証
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
、
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。

　
原
始
の
宗
教
す
べ
て
に
共
通
し
て
、
先
に
述
べ
た
残
忍
な
性
質
が
あ
る
と
い
う
こ

と
。
そ
し
て
、
い
く
ら
か
穏
や
か
な
様
相
に
な
っ
た
と
は
い
え
、「
偽
り
の
犠
牲
」

は
、
最
も
人
道
的
な
神
学
の
中
に
さ
え
未
だ
存
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
ら

に
付
け
加
え
れ
ば
、
宗
教
の
法
が
自
殺
に
向
け
る
激
し
い
非
難
と
排
斥
は
、
蛮
行
で

あ
り
矛
盾
で
も
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
と
、「
神
の
思
し
召
し
と
い
う
大
義
な
き
犠
牲
に
は
何

の
価
値
も
な
い
」
と
い
う
反
論
が
返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
ん

な
人
間
な
ら
慰
め
を
求
め
て
よ
い
と
い
う
の
か
。

　
自
発
的
に
悩
み
苦
し
む
者
か
、
そ
れ
と
も
、
苦
悩
と
闘
う
こ
と
を
極
力
避
け
る
者

か
？
無
論
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
共
住
生
活
修
道
士
と
な
っ
て
苦
行
を
積
む
か
、

独
住
修
士
と
し
て
遁
世
を
送
る
と
い
っ
た
生
き
方
だ
ろ
う
が
、
す
べ
て
の
市
民
に
そ

の
選
択
が
許
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
。
福
音
以
来
、
救
済
は
至
る
と
こ
ろ
で
可
能
に
な

っ
た
。

　
福
音
書
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
死
を
命
じ
て
は
い
な
い
し
、
命
の
危
険
が
あ
る
な
ら

ば
兵
士
に
さ
え
逃
げ
る
こ
と
を
望
む
だ
ろ
う
。
進
ん
で
苦
し
む
必
要
も
な
け
れ
ば
、

悩
み
の
種
を
探
す
必
要
も
な
い
。
苦
し
む
の
は
、
神
の
寵
愛
を
受
け
る
特
権
を
求
め

る
者
、
選
ば
れ
し
者
に
約
束
さ
れ
た
報
い
を
求
め
る
者
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
神
学
上
は
、
苦
悩
を
渇
望
す
る
人
々
は
功
徳
の
面
で
よ
り
上
位
に
位

置
づ
け
ら
れ
、
俗
世
を
蔑
め
ば
永
遠
の
生
を
よ
り
早
く
享
受
す
る
資
格
を
得
ら
れ
る
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の
だ
。

　
宗
教
倫
理
の
こ
う
し
た
一
貫
性
の
な
さ
は
、
古
代
特
有
の
信
仰
体
系
に
お
い
て
起

こ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス（
11
（

が
六
作
目
の
著
書
の
な
か
で
、
自
殺
を
地

獄
行
き
に
相
当
す
る
行
為
と
し
て
位
置
づ
け
た
影
響
は
大
き
い
が
、
そ
の
こ
と
が
す

な
わ
ち
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス（
11
（

統
治
下
の
自
殺
の
禁
止
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
実
際
、
そ
れ
に
反
論
す
る
立
場
に
あ
る
我
々
自
身
も
か
の
時
代
の
重
要
な
作
品
群

を
礎
に
し
て
い
る
が
、
古
代
こ
そ
ま
さ
し
く
自
殺
が
空
前
の
大
流
行
と
な
り
、
稀
代

の
歴
史
家
た
ち
が
自
殺
を
称
え
推
奨
し
た
時
代
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
分
か
る
の
は
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
記
述
は
単
に
特
定
の
宗
派
の

見
解
を
解
説
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
か
の
有
名
な
ウ

ォ
ー
バ
ー
ト
ン
主
教（
11
（

も
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
第
六
作
全
体

を
、
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀（
11
（

に
お
け
る
啓
示
や
加
入
儀
礼
（
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
の

類
と
捉
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
だ
。

　
一
方
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
リ
ル（
11
（

は
こ
れ
に
反
論
し
、
ウ
ォ
ー
バ
ー
ト
ン
が
「
古
代
ギ

リ
シ
ア
以
来
の
伝
統
に
認
め
ら
れ
た
思
想
だ
け
を
手
本
と
し
て
き
た
」
と
し
な
が
ら

イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
主
教
を
務
め
た
こ
と
を
非
難
し
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
に
ま
で
降

り
か
か
っ
た
不
信
心
の
嫌
疑
を
晴
ら
そ
う
と
し
た
。
だ
が
私
が
思
う
に
、
理
は
ウ
ォ

ー
バ
ー
ト
ン
主
教
に
あ
る
。
た
だ
し
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
第
六
作
で
の
「
啓
示
」

に
関
す
る
記
述
を
検
証
す
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
指
す
「
啓
示
」
は
、
秘
儀
と
し
て
民
衆
に

非
公
開
で
あ
っ
た
が
た
め
に
長
き
に
わ
た
り
人
々
の
尊
敬
と
盲
信
を
集
め
て
き
た
、

罪
深
く
不
敬
虔
な
啓
示
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
確
か
な
の
は
、
ウ
ォ
ー
バ
ー
ト
ン

や
ド
リ
ル
の
よ
う
な
聖
職
者
た
ち
の
倫
理
と
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
よ
う
に
俗
世
を

生
き
抜
い
た
偉
大
な
る
道
徳
家
の
倫
理
で
は
、「
自
殺
」
の
よ
う
な
大
命
題
に
関
し

て
見
解
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
さ
も
な
く
ば
ど
う
し
て
、
小
カ
ト
ー
や
ブ
ル
ー

タ
ス（
11
（

が
自
ら
の
胸
に
剣
を
突
き
立
て
て
世
界
中
か
ら
喝
采
を
浴
び
、
以
後
も
連
綿
と

語
り
継
が
れ
て
き
た
こ
と
を
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
？
も
ち
ろ
ん
、
小
カ
ト
ー
は
不
信

心
者
で
は
な
か
っ
た
。
元
老
院
で
カ
エ
サ
ル
が
、
来
世
を
連
想
さ
せ
人
々
の
慰
め
と

な
る
よ
う
な
教
義
を
撤
廃
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
小
カ
ト
ー
は
痛
烈
な
皮
肉
を
込
め

て
糾
弾
し
、
カ
エ
サ
ル
は
下
等
市
民
だ
と
ま
で
言
っ
て
の
け
た
。
彼
が
自
殺
を
遂
げ

た
と
き
の
状
況
も
ま
た
、
こ
の
偉
大
な
男
の
魂
が
ど
れ
だ
け
信
心
深
か
っ
た
か
を
物

語
っ
て
い
る
。
歴
史
家
た
ち
に
よ
れ
ば
、
小
カ
ト
ー
は
死
を
前
に
し
た
あ
る
夜
、
プ

ラ
ト
ン
の
『
パ
イ
ド
ン
～
魂
の
不
死
に
つ
い
て
～
』
を
読
ん
だ
と
さ
れ
る
。
修
道
院

長
も
務
め
た
ド
リ
ル
が
、
神
と
自
由
を
信
じ
る
す
べ
て
の
人
間
に
と
っ
て
生
き
づ
ら

い
時
代
に
向
け
て
果
敢
に
綴
っ
た
叙
情
詩
に
、
そ
の
場
面
を
描
い
た
美
し
い
一
節
が

あ
る
。

　
か
く
し
て
小
カ
ト
ー
は

　
彼
の
気
高
き
魂
の
ほ
か
は
す
べ
て
が
歪
ん
だ
世
界
で

　
身
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
、
嵐
の
轟
き
に
耳
を
す
ま
し
て
い
る

　
永
遠
の
深
潭
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら

　
片
手
に
短
剣
を
、
も
う
片
方
に
プ
ラ
ト
ン
の
書
を
握
り
し
め
て
！

　
こ
う
し
た
詩
作
ひ
と
つ
に
も
に
じ
み
出
る
聖
職
者
の
倫
理
に
固
有
の
特
徴
か
ら
、

何
を
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
れ
は
ご
く
単
純
な
事
実
―
―
い
つ
の
時
代

も
聖
職
者
た
ち
は
、
人
間
の
意
思
に
対
し
て
絶
対
の
影
響
力
を
持
つ
こ
と
を
望
み
、



五
九

　
　
　
　
苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

自
分
た
ち
の
利
益
に
な
る
か
否
か
で
人
の
生
と
死
を
規
定
し
よ
う
と
し
て
き
た
と
い

う
こ
と
だ
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
神
権
政
治
こ
そ
が
す
べ
て
の
政
体
の
は
じ

ま
り
で
あ
り
、
社
会
の
起
源
に
お
い
て
、
王
は
最
高
位
の
聖
職
者
で
あ
っ
た
と
い
う

点
で
あ
る
。
ま
だ
人
口
の
少
な
か
っ
た
古
代
で
は
、
君
主
の
権
力
は
臣
民
の
数
に
よ

っ
て
左
右
さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
君
主
た
ち
は
圧
政
を
敷
き
多
く
の
不
幸
を

招
い
た
た
め
、
民
衆
は
常
に
死
を
意
識
し
て
暮
ら
さ
ざ
る
を
得
ず
、
あ
ま
つ
さ
え
死

を
望
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
結
果
、
死
を
も
っ
て
苦
界
の
枷
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
者
た
ち
は
後
を
絶
た
ず
、

そ
れ
を
止
め
る
べ
く
聖
職
者
た
ち
は
「
自
殺
は
神
に
対
す
る
忌
ま
わ
し
き
罪
で
あ

る
」
と
い
う
考
え
方
を
生
み
出
し
た
の
だ
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
宗
教
的
禁
忌
は
抑
止
力
と
し
て
一
向
に
効
果
を
発
揮
し
な
か

っ
た
の
で
、
法
が
科
す
る
刑
罰
と
執
行
人
た
ち
へ
の
脅
威
を
頼
み
と
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
も
っ
と
も
そ
の
脅
威
も
、
す
で
に
墓
に
身
を
う
ず
め
た
者
に
は
及
ぶ
べ
く
も

な
い
。

　
と
こ
ろ
が
立
法
者
た
ち
の
無
力
さ
は
、
こ
と
に
聖
職
者
た
ち
の
霊
感
の
い
い
な
り

に
な
っ
た
時
、
執
拗
な
ま
で
の
「
怒
り
」
に
転
じ
る
も
の
ら
し
い
。

　
か
つ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
の
大
衆
社
会
は
、
物
言
わ
ぬ
死
体
に
さ
え
無
益
な
怒
り

を
ぶ
つ
け
、
さ
ら
に
は
無
実
の
子
孫
に
も
本
来
な
ら
与
え
ら
れ
る
べ
き
赦
し
や
救
い

を
与
え
ず
、
貧
困
と
不
名
誉
の
烙
印
を
押
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
刑
法
の
精

神
を
表
す
も
の
と
し
て
「
怒
り
」
以
上
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
は
な
い
。

　
幸
い
に
も
、
我
々
の
法
律
は
こ
の
奇
怪
な
残
忍
性
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
一
部
の
者
が
漏
ら
す
恨
み
言
に
屈
し
、
こ
の
残
忍
さ
が
再
び
人
々
に

伝
染
し
な
い
よ
う
願
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
重
ね
て
幸
い
な
こ
と
に
、
我
ら
が
伴
侶
で

あ
る
法
と
の
決
別
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
法
を
軽
ん
じ
な
い
理
由
に
は
な
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
た
と
え
幸
福
や
安
息
と
は
対
極
の
宿
命
に
満
ち
た
人
生
と
の
決
別
が
許
さ

れ
る
と
し
て
も
、
我
々
の
悪
し
き
制
度
と
見
せ
か
け
の
道
徳
が
生
み
出
し
た
不
完
全

な
産
物
た
ち
が
邪
魔
を
す
る
の
だ
。
絶
え
ず
発
生
す
る
運
命
の
悪
戯
や
金
銭
が
ら
み

の
殺
人
沙
汰
と
い
っ
た
い
ざ
こ
ざ
か
ら
市
民
を
守
っ
て
く
れ
る
ほ
ど
、
法
律
は
完
璧

で
は
な
く
、
政
府
も
優
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
そ
し
て
社
会
制
度
に
守
ら
れ
て
し
か

る
べ
き
市
民
が
、
日
々
そ
れ
に
蹂
躙
さ
れ
怯
え
暮
ら
す
ほ
ど
、
そ
の
仕
組
み
は
い
び

つ
な
も
の
で
あ
る
。

　
世
間
が
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
限
り
、
車
裂
き
の
刑（
11
（

に
処
さ
れ
た
者
が
車
輪
に
磔

に
さ
れ
吊
し
上
げ
ら
れ
た
刹
那
、
思
わ
ず
眼
下
に
流
れ
る
「
死
」
と
い
う
名
の
永
遠

の
大
河
に
救
い
を
求
め
身
を
投
げ
出
そ
う
と
す
る
の
を
妨
げ
る
な
ど
、
あ
ま
り
に
不

合
理
で
卑
劣
で
残
忍
な
振
る
舞
い
で
あ
ろ
う
。

《
三
》

　
聖
書
の
な
か
で
、
神
は
モ
ー
セ
に
仰
せ
に
な
っ
た
。「
フ
ァ
ラ
オ
の
も
と
へ
行
き
、

わ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
解
放
す
る
よ
う
に
告
げ
な
さ
い
。
だ
が
彼
は
心
を
頑
な
に

し
、
こ
れ
を
拒
む
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
私
は
彼
の
国
に
七
つ
の
災
い
を
も
た
ら
す
だ

ろ
う（
11
（

」

　
こ
れ
ま
で
多
く
の
神
学
者
た
ち
が
、
こ
の
一
節
と
、「
我
々
は
至
高
の
正
義
と
善

良
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
知
恵
を
絞
っ
て
き

た
。
だ
が
ど
の
試
み
も
失
敗
に
終
わ
り
、
結
局
は
「
神
の
思
し
召
し
と
は
人
知
を
超

え
る
も
の
だ
」
と
宣
言
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
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こ
う
し
た
一
貫
性
の
な
さ
、
不
可
解
さ
と
い
う
神
の
特
権
は
、
人
間
の
法
の
た
め

に
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
法
律
は
そ
れ
自
体
の
み
で
存
在
の
論
拠
を

保
ち
、
そ
の
正
義
と
必
要
性
を
証
明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
気
ま
ぐ
れ
で
横
暴
な

意
思
と
は
ま
っ
た
く
別
物
で
あ
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
。

　
だ
と
す
れ
ば
、
法
律
に
で
き
る
こ
と
は
何
か
。

　
ま
ず
、
人
々
が
財
布
の
底
を
は
た
い
て
通
う
売
春
宿
や
賭
場
、
貧
民
が
な
け
な
し

の
金
を
つ
ぎ
込
む
富
く
じ
と
い
っ
た
も
の
は
、
遊
興
の
果
て
に
盗
人
に
な
る
か
自
殺

を
す
る
結
果
を
招
く
と
い
う
理
由
で
規
制
し
、
各
身
分
階
級
に
応
じ
て
存
在
す
る
こ

れ
ら
の
「
退
廃
的
業
者
」
を
撲
滅
す
る
。
そ
し
て
人
の
心
に
堕
落
と
虚
栄
を
生
み
、

無
気
力
と
憂
鬱
を
は
び
こ
ら
せ
、
つ
い
に
は
富
裕
層
の
衰
弱
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
貧

窮
を
招
く
、
富
の
分
配
に
お
け
る
極
端
な
不
均
衡
を
解
消
す
る
。
社
会
全
体
と
し
て

「
生
活
の
破
壊
者
」
で
あ
る
有
害
業
者
と
は
き
っ
ぱ
り
と
縁
を
切
る
。
そ
う
し
て
初

め
て
、
神
と
法
の
名
に
か
け
て
、
も
う
自
ら
命
を
絶
た
な
く
て
良
い
の
だ
と
人
々
に

語
り
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
要
は
、
道
徳
と
幸
福
の
た
め
に
費
や
す
財
源
を
増
や
せ
ば
よ
い
の
だ
。
そ
れ
さ
え

実
現
で
き
れ
ば
、
人
間
を
生
に
つ
な
ぎ
留
め
る
根
源
的
な
感
情
は
本
来
の
活
力
を
取

り
戻
す
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
社
会
は
巨
大
な
円
形
闘
技
場
に
掛
け
ら
れ
た
見
世
物
の
ご

と
き
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
大
挙
し
て
押
し
寄
せ
た
人
々
が
、
血
、
痛
み
、

恥
辱
と
引
き
換
え
に
社
会
的
利
益
を
勝
ち
取
る
べ
く
争
い
合
っ
て
い
る
。
哀
し
い
か

な
、
そ
の
紋
切
型
の
争
い
の
光
景
に
不
快
感
と
憤
り
を
感
じ
て
い
た
者
も
、
ふ
と
気

づ
け
ば
、
意
に
反
し
て
闘
い
の
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。
暴
君
に
も
犠
牲
者
に
も
な

り
た
く
は
な
い
の
に
。
屈
辱
的
な
敗
北
よ
り
も
非
道
な
勝
利
の
醜
悪
さ
を
恐
れ
て
い

る
と
い
う
の
に
。

　
彼
は
こ
の
厄
介
で
不
名
誉
な
危
機
に
翻
弄
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
円
形
競
技
場
の
外

に
飛
び
出
し
、
自
ら
の
主
体
性
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
闘
い
を
棄

権
し
、
戦
利
品
も
放
棄
し
、
両
腕
を
上
げ
て
降
伏
し
て
も
、
こ
の
世
に
溢
れ
る
野
望

の
総
量
を
減
ら
し
競
争
相
手
た
ち
の
血
気
を
削
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

彼
一
人
で
は
な
く
、
も
っ
と
多
く
の
者
が
そ
れ
に
続
い
た
と
し
て
も
、
殺
戮
は
際
限

な
く
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
か
。

　
も
し
、
わ
が
街
が
敵
に
包
囲
さ
れ
飢
餓
に
陥
っ
た
な
ら
、
彼
は
自
ら
命
を
絶
つ
だ

ろ
う
。
こ
の
ま
ま
自
分
が
生
き
て
い
て
も
役
に
立
た
ず
、
街
の
存
続
の
た
め
に
は
重

荷
に
し
か
な
ら
な
い
と
分
か
っ
て
い
て
尚
、
高
潔
な
行
動
に
出
ず
に
い
ら
れ
よ
う

か
？

　
あ
あ
、
自
殺
は
排
斥
す
べ
き
浅
は
か
な
行
為
だ
と
吐
き
捨
て
る
人
よ
。
あ
な
た
は

強
く
気
高
い
心
の
持
ち
主
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
だ
。
彼
は
泰
然
と

し
て
、
俗
世
の
狂
宴
に
参
加
す
る
権
利
を
放
棄
し
、
あ
な
た
に
席
を
譲
る
だ
ろ
う
。

ど
の
み
ち
誰
も
が
平
等
に
も
て
な
し
て
は
も
ら
え
な
い
宴
な
の
だ
か
ら
。

　
も
し
、
彼
が
そ
の
強
靭
な
精
神
力
を
、
人
を
生
に
縛
り
つ
け
る
目
に
見
え
ぬ
し
が

ら
み
を
絶
つ
こ
と
に
割
く
か
わ
り
に
、
料
理
を
楽
し
み
美
酒
に
酔
っ
て
あ
な
た
の
羨

望
を
掻
き
立
て
る
こ
と
に
使
っ
た
と
し
た
ら
、
と
想
像
し
て
み
て
ほ
し
い
。
さ
ら
に

そ
う
し
た
愚
行
に
と
ど
ま
ら
ず
、
周
囲
に
倣
っ
て
隣
人
の
物
に
ま
で
手
を
伸
ば
そ
う

と
し
た
り
、
臆
病
な
あ
な
た
の
仲
間
た
ち
の
中
で
幅
を
利
か
せ
、
一
人
ず
つ
仲
間
を

追
い
出
そ
う
と
し
始
め
た
ら
。

　
も
し
彼
が
よ
り
野
心
的
で
意
地
が
悪
く
、
宴
の
テ
ー
ブ
ル
を
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
ひ

っ
く
り
返
し
て
客
を
混
乱
に
陥
れ
、
奴
隷
た
ち
が
掲
げ
る
ト
ー
チ
を
奪
い
、
部
屋
に



六
一

　
　
　
　
苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

火
を
放
っ
た
と
し
た
ら
。
焼
け
落
ち
た
瓦
礫
の
下
で
死
に
ゆ
く
あ
な
た
は
、
こ
の
恐

る
べ
き
敵
が
そ
の
力
で
も
っ
て
自
分
自
身
の
息
の
根
を
止
め
、
早
々
に
墓
に
入
っ
て

く
れ
た
ら
と
ど
ん
な
に
願
う
こ
と
だ
ろ
う
！

　
人
間
の
本
質
は
、
か
く
も
嘆
か
わ
し
い
ほ
ど
不
完
全
で
あ
る
。

　
そ
し
て
最
も
善
良
な
人
間
と
は
た
い
て
い
最
も
悪
行
が
少
な
か
っ
た
人
間
に
す
ぎ

な
い
、
と
い
う
の
が
我
々
の
社
会
が
生
ん
だ
結
果
だ
。
ど
う
か
私
が
「
自
殺
は
よ
り

大
き
な
犯
罪
を
未
然
に
防
ぐ
」
と
い
う
大
げ
さ
で
間
違
っ
た
仮
説
を
掲
げ
て
罪
を
神

聖
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
な
ど
と
批
判
し
な
い
で
ほ
し
い
。

　
確
か
な
こ
と
は
、
自
分
の
墓
ま
で
這
い
進
ん
で
い
く
に
あ
た
り
、
窮
乏
の
道
を
選

ん
で
屈
辱
的
な
生
き
方
を
す
る
か
、
不
正
の
道
を
選
ん
で
恥
ず
べ
き
生
き
方
を
す
る

か
、
と
い
う
い
ず
れ
も
耐
え
が
た
い
選
択
肢
し
か
な
い
中
で
、
運
命
に
人
生
を
損
な

わ
れ
る
こ
と
を
自
尊
心
が
拒
否
し
た
結
果
が
自
殺
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
価
値

が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
人
の
道
徳
的
存
在
と
し
て
の
在
り
方
次
第
だ
と
い
う
こ

と
だ
。

　
理
不
尽
に
財
産
を
剥
奪
さ
れ
、
仲
間
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
名
声
も
剥
ぎ
取
ら
れ
、

人
に
尊
敬
さ
れ
る
甘
美
な
人
生
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
長
所
も
す
べ
て
奪
わ
れ
た
、

そ
ん
な
不
幸
な
人
は
、
彼
が
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
生
き
方
に
つ
い
て
考
え
あ
ぐ

ね
る
だ
ろ
う
。
も
し
極
悪
人
に
憧
れ
が
あ
る
な
ら
、
彼
ら
の
よ
う
に
悪
行
に
没
頭
す

れ
ば
失
っ
た
も
の
の
一
部
を
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
金
に

な
ら
な
い
良
心
の
証
は
除
い
て
だ
が
。
悪
党
に
倣
っ
て
人
を
困
ら
せ
、
中
傷
し
、
正

義
の
掟
を
踏
み
に
じ
り
、
や
が
て
裕
福
に
な
っ
て
認
め
ら
れ
れ
ば
、
か
つ
て
味
わ
っ

た
不
幸
の
残
骸
の
上
に
の
し
上
が
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
も
し
、
報

復
に
可
能
性
を
見
出
す
な
ら
、
少
な
く
と
も
仇
の
胸
に
ナ
イ
フ
を
突
き
刺
し
恨
み
を

晴
ら
す
こ
と
く
ら
い
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
代
わ
り
に
な
り
得
る
方

法
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
は
や
運
命
に
復
讐
す
る
し
か
な
い
、
つ
ま
り
自
分
を
殺
す

し
か
な
い
の
だ
！
誰
に
何
と
言
わ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
を
選
ぶ
人
こ
そ
が
偉
大
だ
と

私
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

　
こ
の
世
界
で
確
実
か
つ
絶
対
的
な
方
法
で
善
行
を
積
み
、
喜
び
を
得
ら
れ
る
か
ど

う
か
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
左
右
さ
れ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
状
況
自
体
も
ま
た
偶
然
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。

　
ど
の
よ
う
な
立
場
で
あ
っ
て
も
人
は
誰
か
の
役
に
立
て
る
、
と
い
う
の
は
事
実
で

は
な
い
。

　
一
般
的
に
見
て
、
人
間
が
有
益
性
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
財
産
、
才
能
、
人
望
、

こ
の
う
ち
の
ど
れ
か
ひ
と
つ
は
必
要
で
あ
る
。
よ
し
ん
ば
こ
の
三
つ
を
持
っ
て
い
な

く
と
も
、
誰
し
も
善
き
行
い
は
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
の
善
行
を
は
た
ら
く

能
力
と
は
、
そ
の
人
の
存
在
の
必
要
条
件
で
は
な
く
単
な
る
偶
然
の
産
物
で
あ
る
。

た
と
え
ば
私
が
人
生
を
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
う
ほ
ど
疲
れ
果
て
て
い
る
と
き
で
も
、

隣
家
に
火
事
が
起
き
れ
ば
私
が
そ
の
火
を
消
す
だ
ろ
う
し
、
隣
人
の
妻
が
水
に
落
ち

て
溺
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
れ
ば
助
け
る
は
ず
だ
と
い
う
理
由
で
、
私
を
引
き
留
め
よ

う
と
す
る
の
は
ま
っ
た
く
無
駄
な
こ
と
だ
。
正
反
対
の
ふ
た
つ
の
意
志
が
均
衡
を
保

つ
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
に
同
等
の
意
義
と
説
得
力
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
最
も
直
接
的
で
差
し
迫
っ
た
利
益
こ
そ
が
常
に
人
を
突
き
動
か
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

我
々
の
法
律
が
定
め
る
刑
罰
は
、
永
遠
の
責
め
苦
と
制
裁
者
た
る
神
の
「
怒
り
の
恵

み
」
を
振
り
か
ざ
す
宗
教
的
な
脅
迫
よ
り
も
優
位
に
立
つ
の
だ
。

　
そ
れ
で
も
人
は
、
し
ば
し
ば
本
能
の
求
め
に
抗
っ
て
雑
踏
か
ら
抜
け
出
し
、
社
会

か
ら
盲
目
的
か
つ
不
公
平
に
与
え
ら
れ
る
利
益
の
分
け
前
を
放
棄
す
る
。
そ
れ
は
一
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見
す
る
と
成
果
は
な
く
と
も
、
大
い
な
る
善
で
あ
る
。
そ
う
、
も
し
あ
な
た
が
克
己

心
を
貫
け
る
な
ら
、
富
と
名
声
へ
の
執
着
を
捨
て
て
そ
れ
ら
と
距
離
を
置
け
ば
よ
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
称
賛
に
値
す
る
そ
の
決
意
と
、
自
殺
を
罪
と
す
る
神
の
摂
理
に

対
す
る
激
し
い
抵
抗
の
間
に
は
、
本
質
的
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？

　
こ
の
類
推
は
、
社
会
に
生
き
る
人
間
が
自
分
の
運
命
の
要
素
を
逐
一
選
び
取
る
こ

と
が
で
き
さ
え
す
れ
ば
、
論
破
で
き
な
い
ほ
ど
正
し
い
も
の
に
な
る
し
、
同
じ
く
ら

い
間
違
っ
た
も
の
に
も
な
る
。
だ
が
事
実
、
そ
の
選
択
は
不
可
能
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、

私
は
自
殺
の
大
義
を
主
張
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
私
の
思
索
を
よ
り
深
め
る
た
め
に
こ
こ
で
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
人
間
は

ひ
と
た
び
社
会
の
荒
波
に
飲
み
込
ま
れ
た
ら
、
も
う
立
ち
止
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。

　
あ
る
い
は
別
の
例
え
方
を
す
る
な
ら
、
個
人
の
感
情
と
利
益
の
激
し
い
葛
藤
の
中
、

何
を
ど
こ
ま
で
守
り
ど
こ
か
ら
攻
め
る
か
を
定
め
よ
う
と
し
た
り
、
自
分
が
守
り
た

い
領
分
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
他
者
の
侵
入
を
許
す
か
決
め
よ
う
と
し
た
り
し
て
も
無

駄
な
の
だ
。
そ
う
し
て
貧
困
の
支
配
を
免
れ
る
た
め
だ
け
に
策
略
と
駆
け
引
き
に
満

ち
た
社
交
の
道
に
身
を
投
じ
、
財
を
成
し
た
と
こ
ろ
で
、
結
局
は
富
の
渇
き
に
苛
ま

れ
続
け
る
だ
け
で
あ
る
。

　
「
食
べ
る
か
ら
食
欲
が
わ
く
の
だ
」
と
い
う
金
言
を
残
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
ミ
ヨ（
11
（

は
肉
屋
の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
、
身
の
丈
に
合
っ
た
利
益
だ
け
を
得
る
こ
と
を
理
想

と
し
た
。
彼
は
の
ち
に
べ
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
の
修
道
院
長
と
な
っ
て
か
ら
も
生
来
の
素
朴

さ
を
失
わ
ず
、「
必
需
品
を
手
に
入
れ
る
の
は
、
た
い
て
い
贅
沢
品
を
得
る
の
と
同

じ
く
ら
い
難
し
い
」
と
語
っ
た
と
い
う
。
ま
っ
た
く
「
運
」
と
は
奇
な
る
も
の
で
あ

る
。

　
片
や
、
達
成
す
る
こ
と
自
体
が
目
的
の
願
望
し
か
持
た
な
い
野
心
家
た
ち
が
、
見

え
な
い
何
者
か
の
手
に
よ
っ
て
引
き
上
げ
ら
れ
、
苦
も
な
く
社
会
の
頂
点
に
の
し
上

が
っ
て
い
く
一
方
で
、
そ
の
他
の
大
多
数
の
人
々
は
シ
ー
シ
ュ
ポ
ス
の
神
話（
1（
（

よ
ろ
し

く
、
険
し
い
山
の
頂
へ
と
岩
を
押
し
上
げ
て
は
麓
に
転
が
り
落
ち
る
の
を
延
々
と
繰

り
返
し
て
い
る
。
才
能
も
、
労
働
も
、
美
徳
も
、
ど
れ
一
つ
と
し
て
運
命
の
影
響
力

に
は
遠
く
及
ば
な
い
。

　
こ
の
冷
酷
無
比
な
真
理
に
反
論
す
る
者
が
い
る
と
す
れ
ば
、
引
く
に
引
け
な
く
な

っ
て
い
る
人
か
、
運
に
は
恵
ま
れ
た
が
人
生
に
対
し
私
的
な
経
験
に
則
し
た
狭
い
了

見
し
か
持
た
な
い
軽
蔑
す
べ
き
無
知
の
人
だ
け
だ
。

　
も
し
、
良
心
の
声
に
背
か
ず
、
非
道
に
走
ら
ず
と
も
富
と
権
力
が
得
ら
れ
る
の
な

ら
ば
人
間
は
い
た
っ
て
幸
福
だ
ろ
う
し
、
良
識
の
あ
る
人
々
が
簡
単
に
勝
者
に
な
れ

る
だ
ろ
う
。
だ
が
不
幸
な
こ
と
に
、
多
く
の
場
合
人
生
は
、
と
く
に
最
も
慎
ま
し
い

人
生
は
そ
の
代
償
と
な
っ
て
し
ま
う
。
詩
人
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス（
11
（

の
稀
有
な
る
質
実
さ
は
、

ル
ク
ッ
ル
ス（
11
（

の
巨
万
の
富
と
同
じ
く
ら
い
得
が
た
い
も
の
な
の
だ
。
後
者
は
勝
利
の

女
神
の
手
か
ら
す
べ
て
を
授
か
る
が
、
前
者
は
へ
つ
ら
う
こ
と
を
し
な
い
た
め
に
何

ひ
と
つ
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
あ
る
父
親
が
我
が
子
に
こ
う
語

り
か
け
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。「
お
ま
え
た
ち
が
食
べ
て
い
る
パ
ン
は
、
私
が

味
わ
っ
た
屈
辱
の
対
価
な
の
だ
よ
」
と
。

《
四
》

　
仕
事
は
自
立
を
保
証
す
る
も
の
だ
、
と
は
よ
く
耳
に
す
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で

は
な
い
。

　
「
ど
こ
へ
行
こ
う
と
両
の
腕
さ
え
あ
れ
ば
生
活
の
糧
を
得
ら
れ
る
」
と
い
う
ル
ソ
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苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

ー
の
言
葉
も
、
現
代
に
お
い
て
は
も
う
正
確
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
職
が
足
り
な
い

こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
上
、
運
命
は
我
々
に
道
具
を
与
え
て
は
く
れ
て
も
我
々
自

身
に
選
ば
せ
て
は
く
れ
な
い
。

　
人
間
の
在
り
方
を
す
べ
て
決
定
し
て
い
る
の
は
教
育
だ
。
文
明
社
会
で
は
よ
く
言

わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
教
育
は
、
過
度
に
専
門
化
さ
れ
た
排
他
的
な
方
針
に
よ
っ
て
、

明
ら
か
に
不
幸
な
犠
牲
者
を
生
み
出
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
財
政
破
綻
に
陥
っ
た
り
、

も
っ
と
ざ
ら
に
あ
る
話
で
は
独
断
的
で
早
計
な
事
業
が
予
期
せ
ぬ
ト
ラ
ブ
ル
で
頓
挫

し
た
り
、
若
い
頃
か
ら
の
蓄
え
を
後
年
食
い
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
と
い
っ
た
結
果
に
な

る
の
だ
。
そ
う
な
っ
た
時
、
お
上
品
で
軟
弱
な
教
育
し
か
受
け
て
い
な
い
者
が
軍
隊

に
転
じ
た
な
ら
、
足
手
ま
と
い
に
な
ら
ぬ
よ
う
嚢
や
銃
を
運
ぶ
役
を
す
れ
ば
い
い
、

と
言
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
頭
脳
と
筆
し
か
磨
い
て
こ
な
か
っ
た
者
は
、
大
工
の
斧
と
鍛
冶
屋
の
槌
を
振
る
う

鍛
錬
を
積
め
ば
い
い
し
、
運
に
任
せ
て
何
も
学
ん
で
こ
な
か
っ
た
者
は
、
何
か
し
ら

素
養
を
身
に
つ
け
れ
ば
い
い
、
と
。

　
そ
の
よ
う
に
強
い
意
欲
と
傑
出
し
た
才
能
さ
え
あ
れ
ば
可
能
性
が
開
け
る
、
と
信

じ
た
い
の
は
山
々
で
あ
る
。
し
か
し
人
生
の
逆
境
と
い
う
不
可
抗
力
は
、
こ
の
ま
や

か
し
の
世
の
中
に
お
い
て
そ
の
前
提
自
体
が
失
わ
れ
た
新
し
い
人
生
の
見
習
い
期
間

を
保
証
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
？
答
え
は
否
で
あ
る
。
必
要
な
時
に
与
え
ら
れ
ね
ば

意
味
が
な
い
。
今
日
の
貧
困
が
明
日
の
恥
辱
を
生
む
の
だ
。

　
社
会
が
生
ん
だ
時
代
と
い
う
も
の
や
、
そ
こ
に
生
き
る
人
々
、
そ
し
て
彼
ら
の
運

命
に
つ
い
て
語
っ
た
上
で
私
が
自
殺
を
推
奨
す
る
の
は
、
積
極
的
か
つ
道
徳
的
な
優

し
さ
の
た
め
で
は
な
い
と
、
読
者
は
も
う
お
気
づ
き
だ
ろ
う
。
卑
し
め
ら
れ
な
が
ら

生
き
る
か
尊
敬
さ
れ
て
死
ぬ
か
、
と
い
う
我
々
に
つ
き
ま
と
う
残
酷
な
二
者
択
一
に

よ
っ
て
被
る
痛
み
を
最
小
限
に
す
る
た
め
の
、
せ
め
て
も
の
救
済
策
な
の
で
あ
る
。

�

社
会
規
範
に
お
い
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
「
恥
辱
」
や
「
堕
落
」
と
い
っ
た
厳
し

い
物
言
い
が
、
結
局
は
不
道
徳
で
卑
劣
な
行
動
に
し
か
繋
が
ら
な
い
の
は
事
実
だ
。

そ
の
意
味
で
「
品
位
を
汚
す
よ
う
な
窮
状
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
の
報
い
と
し

て
人
間
は
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
高
潔
な
人
々
の
主
張
は
、
誇
張

と
い
う
よ
り
あ
る
種
の
反
社
会
的
な
敵
意
か
ら
発
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　
だ
が
も
し
、
人
間
の
弱
さ
が
常
に
要
求
し
て
き
た
よ
う
に
社
会
道
徳
の
規
範
を
よ

り
柔
軟
に
し
、
物
事
の
尺
度
を
よ
り
寛
容
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
峻

厳
で
高
潔
な
魂
は
こ
の
口
当
た
り
の
良
い
堕
落
を
受
け
入
れ
、
妥
協
に
耐
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
そ
も
そ
も
、
我
々
が
操
る
慇
懃
な
言
語
と
は
、
見
せ
か
け
の

道
徳
を
語
る
た
め
の
道
具
で
あ
り
、
絶
え
ず
嘘
を
つ
き
続
け
る
も
の
で
は
な
い
か
。

　
貧
し
さ
は
悪
で
は
な
い
、
そ
れ
は
自
明
の
理
だ
。
で
は
な
ぜ
貧
し
い
と
辱
め
を
受

け
る
の
か
。
た
と
え
ば
追
い
剥
ぎ
に
遭
っ
て
財
産
を
失
っ
た
と
き
社
会
か
ら
力
ず
く

で
切
り
離
さ
れ
た
と
感
じ
る
類
の
不
名
誉
で
は
な
く
、
好
意
と
尊
重
で
成
り
立
っ
て

い
た
は
ず
の
人
間
関
係
が
口
を
閉
ざ
し
た
と
き
そ
の
沈
黙
の
な
か
に
潜
む
こ
の
不
名

誉
が
、
ど
う
し
て
貧
困
に
は
つ
き
ま
と
う
の
か
。
誰
か
が
一
文
無
し
に
な
り
貧
困
に

捕
ら
わ
れ
た
と
た
ん
に
、
人
は
助
け
に
駆
け
寄
る
ど
こ
ろ
か
離
れ
て
い
く
。
虚
無
感

と
孤
独
は
周
囲
に
伝
染
す
る
か
ら
だ
。
吐
息
ひ
と
つ
で
病
原
菌
と
死
を
ま
き
散
ら
す

ペ
ス
ト
患
者
が
足
跡
さ
え
も
忌
避
さ
れ
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

　
ア
ン
ド
レ
・
シ
ェ
ニ
エ（
11
（

を
し
て
、
墓
と
い
う
逃
げ
場
に
む
し
ろ
進
ん
で
向
か
わ
し

め
た
の
も
、
貧
し
さ
に
付
い
て
ま
わ
る
こ
の
愚
か
し
い
侮
蔑
だ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
に

こ
の
侮
蔑
は
耐
え
が
た
い
も
の
だ
。「
賢
い
者
に
と
っ
て
は
大
し
た
問
題
で
は
な
い
、

愚
か
者
の
意
見
だ
」
と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
？
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あ
あ
、
大
し
た
問
題
で
は
な
い
な
ど
ど
、
で
き
も
し
な
い
達
観
を
装
う
な
か
れ
！

そ
ん
な
無
益
な
説
教
か
ら
は
何
の
実
り
も
生
ま
れ
は
し
な
い
。

　
愚
者
た
ち
の
意
見
が
多
勢
な
の
は
、
社
会
が
彼
ら
の
領
分
だ
か
ら
で
あ
り
、
彼
ら

が
絶
対
的
主
権
者
と
し
て
す
べ
て
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
人
生
の
実
験
科
学
が

も
た
ら
し
た
最
大
の
成
果
と
い
え
ば
、
大
衆
に
抗
い
立
ち
向
か
う
の
で
は
な
く
、
彼

ら
か
ら
逃
げ
る
こ
と
を
我
々
に
教
え
た
こ
と
く
ら
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
十
分
に
自
立

と
安
寧
の
保
証
に
な
る
だ
け
の
財
産
が
あ
る
人
か
ら
見
れ
ば
、
大
衆
や
社
会
の
繁
忙

か
ら
一
線
を
画
し
て
生
き
る
な
ど
、
ま
さ
し
く
不
可
解
な
謎
に
違
い
な
い
。

　
ま
っ
と
う
な
人
々
の
優
し
い
憐
み
が
、
愚
者
た
ち
か
ら
受
け
る
侮
蔑
の
埋
め
合
わ

せ
に
な
る
な
ど
と
思
う
の
は
見
当
違
い
だ
。
憐
憫
の
本
質
は
強
烈
な
悪
意
で
あ
る
。

大
抵
の
場
合
、
憐
れ
み
は
表
面
的
に
は
人
情
と
博
愛
を
装
い
な
が
ら
、
そ
の
裏
に
エ

ゴ
イ
ズ
ム
と
醜
い
享
楽
主
義
を
包
み
隠
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
憐
憫
か
ら
自
分
を
守

る
術
を
私
は
知
っ
て
い
る
。
ま
ず
他
人
か
ら
憐
み
を
受
け
る
と
、
私
の
中
に
あ
り
っ

た
け
の
自
己
防
衛
本
能
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
私
は
あ
え
て
尊
大
に
構
え
、

相
手
の
悪
意
の
表
明
に
よ
っ
て
被
っ
た
辱
め
に
対
し
、
む
し
ろ
感
謝
の
念
で
こ
た
え

る
よ
う
に
し
て
い
る
。
同
胞
の
不
幸
に
心
か
ら
の
同
情
を
抱
け
る
人
な
ら
ば
、
助
け

て
あ
げ
ら
れ
る
相
手
、
そ
し
て
助
け
た
い
と
思
う
相
手
に
し
か
同
情
の
言
葉
を
か
け

る
権
利
は
な
い
と
、
よ
く
分
か
っ
て
い
る
は
ず
だ
。

　
繰
り
返
し
て
言
う
が
、
人
間
が
同
胞
に
向
け
る
同
情
は
、
不
名
誉
の
烙
印
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
そ
れ
は
気
高
い
心
を
持
っ
た
不
幸
な
人
を
打
ち
の
め
す
の
だ
。
い
ま
、
闘

技
場
で
一
頭
の
猛
々
し
い
雄
牛
が
、
房
飾
り
付
き
の
絹
の
マ
ン
ト
に
身
を
包
ん
だ
剣

闘
士
た
ち
に
追
い
回
さ
れ
、
体
中
に
槍
を
突
き
立
て
ら
れ
て
い
る
。
満
身
に
負
っ
た

傷
か
ら
気
高
き
血
を
失
い
、
雄
牛
は
ま
も
な
く
息
絶
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
、

自
分
の
息
の
根
を
止
め
よ
う
と
ぎ
ら
つ
く
剣
先
め
が
け
て
突
進
す
る
の
だ
。

　
不
幸
な
人
に
対
し
て
私
が
推
奨
す
る
こ
の
誇
り
が
、
傲
慢
さ
と
混
同
さ
れ
か
ね
な

い
の
は
承
知
の
上
だ
。
と
い
う
の
も
、
人
間
に
つ
き
も
の
の
残
忍
性
は
、
不
幸
が
た

だ
不
幸
で
あ
る
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、
汚
名
を
着
せ
よ
う
と
も
す
る
か
ら
だ
。
人
は
、

運
命
に
見
捨
て
ら
れ
自
分
た
ち
の
残
酷
な
慈
悲
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
同
胞
を
同
等
に
扱

う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
優
れ
た
格
言
《res�est�sacra�m

iser

》（
貧
し
き
者
こ
そ

神
聖
で
あ
る
（
に
宿
る
精
神
と
は
か
け
離
れ
て
し
ま
っ
た
彼
ら
か
ら
す
れ
ば
、
貧
乏

人
は
お
ち
ぶ
れ
た
存
在
で
し
か
な
く
、
た
と
え
前
科
が
な
か
ろ
う
と
犯
罪
予
備
軍
だ

と
決
め
つ
け
る
。
だ
が
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
犯
罪
と
は
決
し
て
特
定
の
境
遇
が
積
み

重
な
っ
た
結
果
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
境
遇
こ
そ
が
社
会
生
活
に
お
け
る

恩
恵
を
人
間
か
ら
奪
い
、
彼
ら
に
悲
惨
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
だ
。
多
く
の
人
が
運

命
に
対
し
て
諦
め
の
態
度
を
と
る
原
因
を
、
無
益
な
宗
教
の
教
え
や
、
不
幸
さ
え
も

変
質
さ
せ
て
し
ま
う
良
心
の
勧
め
の
せ
い
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
社
会
の
忌
ま
わ
し

き
混
沌
が
い
つ
ま
で
も
終
わ
ら
な
い
唯
一
の
原
因
は
、
人
間
の
臆
病
さ
に
あ
る
の
だ

か
ら
。

　
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
に
こ
ん
な
言
葉
が
あ
る
。「
我
々
は
、
親
友
の
不
幸
に
あ
な

が
ち
嫌
な
気
は
し
な
い
『
何
か
』
を
感
じ
る
も
の
だ
」。
穏
や
か
な
語
り
口
で
あ
り

な
が
ら
挑
発
的
な
こ
の
人
間
観
察
は
、
そ
う
し
た
感
覚
を
持
っ
て
い
る
と
自
覚
す
る

人
々
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
こ
の
感
情
、
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
魂
の
性
向
は
、

そ
の
根
本
に
あ
る
自
己
愛
の
領
域
と
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
手

の
人
間
に
は
用
心
が
必
要
な
の
で
長
ら
く
分
析
し
て
き
た
結
果
わ
か
っ
た
こ
と
だ
が
、

時
に
得
が
た
い
才
能
と
し
て
褒
め
そ
や
さ
れ
る
彼
ら
の
感
性
は
、
不
幸
な
人
を
か
ば
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苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

う
の
で
は
な
く
む
し
ろ
そ
の
人
の
評
判
を
傷
つ
け
る
と
い
う
行
動
に
表
れ
る
ら
し
い
。

感
情
と
は
じ
つ
に
厄
介
な
も
の
で
、
当
て
に
し
て
い
た
感
謝
と
い
う
見
返
り
を
得
ら

れ
な
か
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
正
反
対
の
お
ぞ
ま
し
い
顔
に
変
貌
す
る
。
か
く
し
て
、

憎
し
み
は
し
ば
し
ば
、
激
し
い
愛
情
の
残
骸
か
ら
生
ま
れ
る
の
だ
。
一
方
、
冷
淡
で

凡
庸
な
感
性
し
か
持
た
ぬ
者
は
、
決
し
て
個
人
に
執
着
せ
ず
、
相
手
の
苦
し
み
に
心

を
動
か
さ
れ
る
こ
と
も
め
っ
た
に
な
い
。
そ
れ
で
も
彼
ら
は
、
秩
序
に
対
す
る
あ
る

種
の
傾
向
と
人
類
の
尊
厳
に
対
す
る
あ
る
種
の
理
論
―
―
大
多
数
の
人
が
精
神
的
に

堕
落
し
て
い
る
社
会
で
、
少
数
の
人
々
の
道
徳
的
な
強
さ
の
お
か
げ
で
か
ろ
う
じ
て

持
ち
こ
た
え
て
い
る
理
論
―
―
の
お
か
げ
で
、
善
き
行
い
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
彼

ら
の
方
が
は
る
か
に
優
秀
で
選
び
抜
か
れ
た
「
神
の
思
し
召
し
」
の
代
行
者
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
も
あ
れ
、「
女
々
し
い
」
と
も
言
え
る
極
端
さ
や
誤
っ
た
方
向
性
は
あ
る
に
せ

よ
、
自
己
愛
傾
向
の
強
い
感
受
性
を
持
つ
人
間
は
、
調
和
と
節
度
を
備
え
た
「
同
情

心
」
や
「
秩
序
へ
の
愛
」
が
一
切
欠
如
し
て
い
る
人
間
よ
り
は
、
ま
だ
し
も
好
ま
し

い
。
知
的
か
つ
感
性
も
鋭
敏
で
あ
り
な
が
ら
最
も
劣
る
類
の
人
間
は
、
他
人
の
不
幸

を
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
満
足
さ
せ
る
刺
激
と
し
か
見
な
さ
ず
、
テ
ッ
サ
リ
ア
の
魔
女（
11
（

た
ち

が
喉
を
か
き
切
っ
た
生
け
贄
の
血
と
涙
か
ら
媚
薬
や
毒
薬
を
作
り
出
し
た
よ
う
な
や

り
口
で
、
ネ
ク
タ
ル
と
ア
ン
ブ
ロ
シ
ア（
11
（

を
生
み
出
そ
う
と
す
る
者
だ
。

　
残
念
な
が
ら
、
さ
も
し
い
死
に
方
を
す
る
者
の
大
半
は
こ
の
種
の
人
々
で
あ
る
。

私
が
人
間
全
体
を
中
傷
し
て
い
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、

私
は
真
実
を
繰
り
返
し
語
り
つ
づ
け
よ
う
。「
モ
ラ
リ
ス
ト
」
の
皮
を
被
っ
た
者
た

ち
が
口
先
だ
け
で
論
じ
た
り
、
舌
の
肥
え
た
美
食
家
に
新
し
い
酒
を
差
し
出
す
と
き

の
よ
う
な
快
感
を
得
ん
が
た
め
に
吹
聴
し
た
り
す
る
だ
け
で
、
そ
の
実
、
素
通
り
し

て
き
た
真
実
を
。

　
　

ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス

（
今
ま
さ
に
、
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
は
美
し
き
シ
モ
ト
エ
ー（
11
（

を
連
れ
去
っ
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
（

―
―
立
ち
止
ま
っ
た
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
の
姿
を
眺
め
て
、
シ
モ
ト
エ
ー
は
感
嘆
し
た
。

大
い
な
る
自
然
は
、
こ
の
世
に
も
美
し
い
馬
の
躯
体
と
人
間
ら
し
い
威
厳
に
あ
ふ
れ

た
優
雅
さ
と
を
彼
の
中
で
融
合
さ
せ
る
仕
事
を
ど
ん
な
に
か
楽
し
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
。

知
的
な
思
考
が
、
彼
の
気
高
く
優
し
い
ま
な
ざ
し
に
さ
ら
に
生
き
生
き
と
し
た
魂
を

吹
き
込
ん
で
い
た
。　　
　
　
　
　
　
　
　
（
ケ
ン
タ
ウ
ロ
ス
が
語
る
（

　
「
創
造
主
で
あ
る
神
の
愛
に
恵
ま
れ
ぬ
こ
の
世
界
は
か
な
ら
ず
廃
れ
、
弱
き
者
が

強
き
者
に
取
っ
て
代
わ
る
だ
ろ
う
。
堕
落
し
た
人
間
た
ち
は
、
も
は
や
こ
の
世
に
産

ま
れ
落
ち
た
と
き
の
虚
ろ
な
記
憶
し
か
持
た
ぬ
だ
ろ
う
。
お
前
は
お
そ
ら
く
、
我
々

の
一
族
に
加
わ
る
最
後
の
娘
に
な
る
。
だ
が
少
な
く
と
も
お
前
は
誰
よ
り
も
美
し
く
、

私
は
誰
よ
り
も
幸
福
に
な
る
だ
ろ
う
」

�

（『
哀
し
き
余
暇
』
よ
り
（
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ラ
ッ
ブ
が
刹
那
的
に
自
殺
を
讃
美
し
推
奨
し
て
い
る
わ
け
で
は
無
い
こ
と
は
分
明

で
あ
ろ
う
。

　

む
し
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
や
制
度
へ
の
強
烈
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
死
、

い
の
ち
、
生
き
方
を
再
考
さ
せ
る
仕
掛
け
が
随
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

　

た
だ
表
面
的
に
自
殺
を
正
当
化
し
た
も
の
と
の
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得

る
が
、
自
身
が
神
の
元
に
生
き
る
意
思
を
か
え
り
み
る
こ
と
を
他
視
的
に
考
察
し
う

る
過
程
と
も
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

死
を
選
ぶ
こ
と
も
出
来
る
自
由
さ
を（
け
し
て
死
に
急
ぐ
こ
と
で
は
な
く
（も
、
自

身
の
い
の
ち
と
し
て
生
き
る
姿
を
探
求
す
る
一
つ
の
形
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
求

め
る
生
き
方
の
質
で
あ
る
。

　

そ
の
う
え
で
、
何
を
信
条
と
し
て
生
き
る
の
か
そ
も
そ
も
自
殺
す
る
と
い
う
こ
と

は
ど
の
よ
う
な
過
程
を
有
す
る
の
か
の
構
造
は
別
稿
に
委
ね
た
い
。

三　

島
崎
藤
村
『
苦
し
き
人
々
』
推
敲
過
程
か
ら
み
る
苦
の
認
識
と
受
容

　

島
崎
藤
村（
一
八
七
二
ー
一
九
四
三
（は
、
ロ
マ
ン
主
義
か
ら
自
然
主
義
作
家
と
な

り
、
人
間
の
暗
部
を
自
身
の
体
験
を
告
白
す
る
形
で
様
々
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
作

家
で
あ
る
こ
と
は
今
さ
ら
論
ず
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。

　

今
回
取
り
上
げ
る
『
苦
し
き
人
々
』
は
、
明
治
四
二（
一
九
〇
九
（年
『
藤
村
集
』

（
博
文
館
発
行
（に
収
録
さ
れ
た
短
編
で
あ
る（

（4
（

。
三
年
前
の
明
治
三
九（
一
九
〇
六
（年

に
被
差
別
部
落
民
を
描
い
た
『
破
壊
』
を
自
費
出
版
で
刊
行
し
自
然
主
義
作
家
と
し

て
注
目
を
集
め
る
が
、
同
年
栄
養
失
調
に
よ
り
相
次
い
で
娘
を
無
く
し
て
い
る
。

　

登
場
人
物
、
廣
岡
老
人
、
大
竹
君
と
私（
林
（の
三
人
を
中
心
に
物
語
は
展
開
す
る
。

職
を
な
く
し
た
広
岡
老
人
と
そ
れ
を
見
守
り
な
が
ら
精
神
病
に
か
か
る
大
竹
君
と
製

図
の
仕
事
を
失
敗
し
て
い
く
私
の
、
こ
と
ば
に
表
す
事
の
出
来
な
い
不
安
と
混
沌
、

混
乱
し
て
い
く
精
神
と
生
き
続
け
る
そ
の
個
人
を
描
い
て
い
る
。

　

風
景
建
築
描
写
な
ど
の
精
緻
さ
と
空
間
へ
の
意
味
な
ど
、『
破
壊
』
や
『
家
』、

『
新
生
』
の
陰
に
隠
れ
る
が
短
編
な
が
ら
再
評
価
さ
れ
て
よ
い
作
品
で
あ
る
。
本
資

料
は
、
島
崎
藤
村
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
４
伊
東
一
夫
・
青
木
正
美
編
『
肉
筆
原
稿
で
読
む

島
崎
藤
村
』（
国
書
刊
行
会
一
九
九
八
（
に
お
い
て
も
未
発
掘
で
あ
り
、
時
代
の
変

化
す
る
な
か
、
苦
の
一
面
を
読
者
に
問
い
掛
け
る
内
容
で
あ
る
。

　

推
敲
過
程
で
は
、
字
句
の
間
違
い
と
都
市
や
風
景
、
服
装
描
写
を
修
正
し
形
容
を

簡
潔
に
し
た
う
え
、
発
言
者
の
混
乱
重
複
を
調
え
る
措
置
を
行
っ
て
い
る
。

　

そ
の
な
か
で
藤
村
は
、
文
章
を
大
き
く
削
り
削
除
し
た
箇
所
が
二
箇
所
あ
る
。
い

ず
れ
も
、「
苦
」
を
述
懐
す
る
部
分
で
あ
る
。
は
じ
め
は
、
原
稿
用
紙
一
三
枚
目
左

大
竹
君
が
卒
倒
し
た
の
ち
私
が
そ
の
寓
居
を
訪
ね
様
子
を
聞
い
て
い
る
内
、「
私
の

心
は
震
え
て
来
た
」
の
ち
、

　
　
　

…
母
親
が
『
倅
も
気
が
小
さ
い
か
ら
』
と
言
っ
た
が
私
は
左
様
は
思
ひ
た
く

な
か
っ
た
。

　　

そ
れ
ほ
ど
苦
し
中
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
の
廣
岡
老
人
を
助
け
て
居
た
の
か
、
斯

う
思
っ
て
見
た
。

　

私
は
芝
公
園
内
の
…

　
　

内
が
全
て
削
除
さ
れ
て
い
る
。
苦
し
い
な
か
助
け
て
居
た
こ
と
は
示

し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
作
品
全
体
か
ら
は
大
竹
君
の
廣
岡
老
人
へ
の
好
意
的

な
眼
差
し
を
う
か
が
お
う
と
思
え
ば
推
察
で
き
な
い
で
は
な
い
が
、
助
け
る
と
云
う

こ
と
の
明
言
は
排
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
二
一
枚
目
左
廣
岡
老
人
の
こ
と
を
私
が
「
老
人
の
こ
と
を
考
え
る
と
私
も



六
七

　
　
　
　
苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

苦
る
し
く
な
る
。」
と
思
い
会
話
が
進
む
中
、
大
竹
君
が
、

　
　
　
　

…
し
か
し
先
生
は
彼
の
苦
し
い
中
で
、

　　

割
合
に
安
ん
じ
て
居
る
や
う
な
と
こ
ろ
が
有
る
ね
。
平
気
だ
。
自
ら
棄
て
な
い

か
ら
面
白
い
。
僕
は
彼
ほ
ど
苦
労
す
る
人
も
少
な
い
か
と
思
ふ
。

 

…

　

の
、

内
を
削
除
し
、

　
　
　
　

…
自
ら
棄
て
な
い
や
う
な
と
こ
ろ
が
有
る
ね
。
割
合
に
平
気
だ
ね
。

　

と
、
書
き
直
し
て
い
る
。
割
合
に
平
気
だ
ね
の

内
部
分
は
削
除
し
、

　
　
　
　

…
世
を
楽
し
ん
で
る
ね
。
…

　

に
修
正
し
て
い
る
が
、
完
成
本
段
階
で
は
、

　
　
　
　
　

…
割
合
に
平
気
だ
ね
。
…

　

に
戻
し
て
い
る
。
本
稿
で
こ
う
い
っ
た
推
敲
の
や
り
直
し
で
草
稿
段
階
の
文
言
に

直
し
て
い
る
の
は
当
該
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
よ
ほ
ど
藤
村
は
、
苦
し
い
な
か
「
楽
」

し
む
の
か
」「
平
気
」
で
あ
る
の
か
に
逡
巡
し
た
と
思
わ
れ
る
。
人
生
の
苦
し
さ
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
で
あ
る
。

　

苦
し
さ
を
「
安
ん
じ
て
居
る
」
部
分
や
自
ら
棄
て
な
い
こ
と
が
「
面
白
い
」
部
分

は
復
活
し
て
い
な
い
。　

苦
し
い
世
界
を
楽
し
も
う
と
す
る
思
い
と
平
気
で
い
る
こ

と
の
止
揚
、
藤
村
の
苦
に
対
す
る
姿
勢
の
一
端
で
も
あ
ろ
う
。

　

藤
村
は
、
学
生
時
代
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
を
受
け
、
西
洋
文
学
に
傾
倒
し
て
い
る
。

人
間
存
在
そ
の
も
の
に
苦
を
認
め
、
あ
る
意
味
実
存
的
な
る
悪
で
あ
る
こ
と
に
生
き

て
い
く
。
生
き
る
こ
と
が
苦
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
も
繋
が
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　

三
者
三
様
の
苦
し
み
の
な
か
、
生
き
て
い
く
こ
と
が
本
質
的
に
苦
し
み
を
伴
っ
て

い
る
こ
と
は
間
違
い
無
い
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で

も
な
い
。

　

自
由
主
義
と
い
う
近
代
文
化
の
萌
芽
に
お
い
て
、
個
々
人
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て

い
く
か
と
い
う
こ
と
を
自
身
で
あ
ら
た
め
て
再
検
す
る
段
階
な
の
で
あ
る
。
開
放
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
偏
っ
た
束
縛
か
ら
の
脱
出
で
あ
り
解
脱
を
求
め
る
仏
教
と
も

通
底
す
る
部
分
が
あ
る
。
自
由
主
義
が
他
と
の
連
関
を
有
機
的
に
生
き
て
い
く
と
い

う
縁
起
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
政
治
的
・
経
済
的
な
課
題
で
あ
り
、
グ
ロ
ー
バ

ル
疲
れ
や
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
で
ど
の
よ
う
に
関
係
を
紡
い
で
い
く
の
か
、
い
か
な
る

生
活
を
過
ご
し
て
い
く
の
か
問
い
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
『
苦
し
き
人
々
』
草
稿　

 

　
（
平
等
院
浄
閣
蔵
（　　



六
八

　
　
　
　
佛

　
教

　
文

　
化

　
研

　
究



六
九

　
　
　
　
苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の



七
〇

　
　
　
　
佛

　
教

　
文

　
化

　
研

　
究

お
わ
り
に

　

二
〇
一
五
年SD

Gs

が
各
国
で
採
択
さ
れ
る（

（4
（

こ
と
に
よ
っ
て
地
球
規
模
で
の
環
境

と
平
和
、
資
源
と
開
発
、
貧
困
や
差
別
の
是
正
が
具
体
的
目
標
に
沿
っ
て
取
り
組
ま

れ
て
い
く
は
ず
が
、
い
ま
だ
力
に
よ
る
侵
攻
や
男
女
差
別
、
民
族
・
宗
教
間
の
紛
争

な
ど
は
消
え
る
こ
と
な
く
収
束
の
気
配
は
な
い
。　

　

国
際
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
放
射
性
物
質
拡
散
の
可
能
性
の
あ
る
原
子
力
発
電
所

で
の
戦
闘
や
占
拠
に
よ
る
交
渉
材
料
化
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
人
類
が
想
定
し
て
い
な

か
っ
た
も
し
く
は
回
避
す
べ
く
方
途
と
は
全
く
逆
の
行
程
を
歩
む
可
能
性
も
あ
る
。

　

論
者
は
関
西
電
力
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
懇
話
会
委
員
で
あ
っ
た
際
、
富
山
県
黒
部
第
四

発
電
内
部
、
福
井
県
原
子
力
発
電
所
炉
心
内
部
ま
で
視
察
し
チ
ェ
レ
ン
コ
フ
放
射

（
チ
ェ
レ
ン
コ
フ
の
火
（
の
発
現
ま
で
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
。
放
射
性
物
質
に

よ
る
広
域
汚
染
は
、
社
会
構
造
を
含
む
生
命
環
境
そ
の
も
の
を
汚
染
す
る
。

　

今
回
、
あ
え
て
冒
頭
に
苦
に
対
す
る
仏
教
の
基
本
を
私
見
と
し
て
踏
ま
え
た
上
、

仏
教T

erm

を
使
用
せ
ず
、
仏
教
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
の
周
縁
の
文
化
か
ら
苦

の
考
察
の
た
め
の
資
料
を
提
示
し
た
。

　

人
が
生
き
る
上
で
、
い
か
に
苦
を
受
容
し
解
決
の
方
途
を
さ
ぐ
る
の
か
。

　

出
自
な
ど
自
身
で
変
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
現
実
も
あ
る
。
こ
れ
が
四
苦
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
常
識
や
暗
黙
知
に
委
ね
る
こ
と
が
出
来
な
い
問
題
で
あ
る
。
時
と
し

て
触
れ
な
い
こ
と
や
忘
れ
る
こ
と
、
あ
か
ら
さ
ま
に
し
な
い
こ
と
も
こ
れ
ま
で
は
現

実
的
な
道
義
と
し
て
あ
り
得
た
が
、W

eb

に
よ
る
過
剰
結
合
下
で
は
晦
ま
し
続
け

る
こ
と
も
難
し
く
な
っ
て
い
る
。

　

日
本
は
避
け
る
こ
と
の
出
来
な
い
少
子
高
齢
化
と
地
震
や
台
風

（
（5
（

に
よ
る
災
害
の
国

で
あ
り
、
島
国
と
い
う
斉
一
性
を
社
会
の
多
く
が
求
め
て
い
る
現
実
が
横
た
わ
っ
て

い
る
。
今
後
自
然
環
境
の
激
変
に
よ
っ
て
よ
り
そ
れ
が
尖
鋭
化
す
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
は
、Covid-（9

禍
に
お
け
る
自
粛
警
察
の
跋
扈
や
大
衆
迎
合
、
同
調
圧
力
か

ら
も
想
像
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
社
会
な
の
か
。
ラ
ッ
ブ
、
藤

村
の
自
由
主
義
は
現
代
で
こ
そ
再
思
検
証
材
料
と
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

中
間
ア
ン
ケ
ー
ト
報
告
か
ら
は
、
不
安
と
不
満
の
判
断
規
準
に
よ
っ
て
苦
が
生
成

さ
れ
る
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
反
面
、
旅
を
求
め
る
と
い
う
フ
ァ
ン
ダ

メ
ン
タ
ル
で
純
真
な
精
神
指
向
を
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
た
。
そ
こ
に
向
か
う
意
味

や
運
用
な
ど
、
そ
の
先
は
自
身
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
よ
る
履
践
の
積
層
で
あ
る
こ
と

は
、
個
別
の
ア
ン
ケ
ー
ト
記
述
か
ら
も
読
み
取
る
事
が
出
来
る
。

　

浄
土
教
に
は
い
の
ち
の
行
き
先
が
明
示
さ
れ
る
。
一
切
皆
苦
で
あ
る
人
々
と
向
き

合
う
に
は
、
個
々
の
問
題
に
踏
み
込
む
勇
気
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

 

（
令
和
四
年
二
月
脱
稿
（

 

註

（
（
（
浄
全
一
、
六

（
（
（
同
右

（
（
（
宇
治
平
等
院
の
浄
土
系
塔
頭
で
あ
る
浄
土
院
の
通
称

（
（
（
宇
治
市
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
令
和
二
年
特
別
展
「
宇
治
を
旅
す
る
」
の
冒
頭
キ

ャ
プ
シ
ョ
ン
に
も
紹
介
さ
れ
た
。

（
（
（
正
蔵
四
、
八
〇
一
中

（
6
（
正
蔵
一
、
三
九
上
、
九
六
下
等

（
7
（
古
田 

榮
作
「『
華
厳
経
』
と
教
育 

（
三
（」
大
手
前
大
学
人
文
科
学
部
論
集
五
、
岡
本

貞
雄
「
一
遍
智
真
の
修
行
に
つ
い
て
」
印
度
學
佛
教
學
研
究
第
四
十
雀
第
二
號
、
中
島

伸
吾
「
近
世
初
期
の
京
都
見
物
に
つ
い
て
ー
仮
名
草
子
の
分
析
を
中
心
に
」
佛
教
大
学

大
学
院
紀
要　

文
学
研
究
科
編
四
二
、
渡
邉
秀
司
「
現
代
の
聖
地
巡
礼
・
ツ
ー
リ
ズ
ム



七
一

　
　
　
　
苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

に
至
る
近
世
の
社
寺
参
詣
に
つ
い
て
」
佛
大
社
会
学
四
一
、
小
松
和
彦
「
死
を
巡
る
想

像
力
―
物
部
村
の
早
々
儀
礼
を
手
が
か
り
に
―
」
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告　

第
68
集
、
大
東
俊
一
「
日
本
福
祉
の
原
点　

―
仏
教
社
会
福
祉
―
」
心
身
健
康
科
学
９

巻
２
号
、
皆
本,

麻
実
「「
遊
び
」
を
め
ぐ
る
一
試
論
―
民
族
・
社
会
・
宗
教
と
の
関
連

か
ら
―
」
京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
6（
、
川
森
博
司
「
来
訪
者
を
め
ぐ
る

説
話
―
日
韓
比
較
の
視
点
か
ら
―
」
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告　

第
（（
集
、
前

田
恵
學
「「
族
行
の
途
中
他
世
界
に
遭
遇
す
る
物
語
」
考
」
印
度
学
仏
教
学
研
究 

6
―
（

等
参
照
。

（
8
（
中
央
公
論
社
刊
。
ラ
ッ
プ
を
早
す
ぎ
た
小
ロ
マ
ン
派
と
評
す
。

（
9
（
高
井 

邦
子
「
小
ロ
マ
ン
派
の
人
々--
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ラ
ッ
ブ
の
遺
書
」
成
蹊
大
学

経
済
学
部
論
集 

一
二
―
二
、
一
九
八
二
、
及
川 

茂
「
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ラ
ッ
ブ
の
散
文

詩
・
初
期
作
品
に
関
す
る
ノ
ー
ト
」
埼
玉
大
学
紀
要 

外
国
語
学
文
学
篇 

一
六
、
一
九
八

二
等
参
照
。
窪
田
般
彌
は
『
フ
ラ
ン
ス
幻
想
文
学
傑
作
選
』
２
の
解
説
で
ラ
ッ
プ
の
死

因
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。

（
（0
（
ム
キ
ウ
ス
・
ス
カ
エ
ボ
ラ
（
前
六
世
紀
末
（
ロ
ー
マ
の
伝
説
的
英
雄
。
エ
ト
ル
リ
ア

王
を
殺
そ
う
と
し
て
失
敗
し
、
敵
陣
中
で
右
手
を
焼
き
勇
者
ぶ
り
を
示
し
た
た
め
、
ス

カ
エ
ボ
ラ
（
左
手
の
人
（
の
称
を
得
た
。

（
（（
（
マ
ン
リ
ウ
ス
・
カ
ピ
ト
リ
ヌ
ス
（
？
～
前
三
八
四
（
古
代
ロ
ー
マ
の
執
政
官
。
ガ
リ

ア
軍
の
カ
ピ
ト
リ
ウ
ム
神
殿
へ
の
夜
襲
を
撃
退
し
た
。

（
（（
（
レ
グ
ル
ス
（
？
～
前
二
五
〇
頃
（
ロ
ー
マ
の
将
軍
、
政
治
家
。
第
一
次
ポ
エ
ニ
戦
争

で
武
功
を
立
て
る
が
、
の
ち
カ
ル
タ
ゴ
軍
の
捕
虜
と
な
っ
た
。

（
（（
（
レ
オ
ニ
ダ
ス
歴
代
ス
パ
ル
タ
王
の
名
。
一
世
（
？
～
前
四
八
〇
（
は
ク
セ
ル
ク
セ
ス

の
ペ
ル
シ
ア
軍
を
テ
ル
モ
ピ
ュ
ラ
イ
の
隘
路
に
迎
撃
す
る
が
奮
闘
の
の
ち
敗
死
。

（
（（
（
マ
ル
サ
ン
（
一
八
六
七
～
一
九
三
九
（
フ
ラ
ン
ス
の
愛
書
家
、
稀
覯
書
収
集
家
。

（
（（
（
ラ
メ
ッ
ト
（
一
七
五
七
～
一
八
三
二
（
軍
人
、
政
治
家
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
初
期
の
議

会
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
。

（
（6
（
ラ
ッ
ブ
は
こ
の
頃
、
梅
毒
を
患
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（7
（
ア
ン
テ
ィ
ノ
オ
ス
（
二
世
紀
初
（
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
美
少
年
。
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
の

寵
を
受
け
た
。
ナ
イ
ル
川
で
溺
死
し
、
帝
に
よ
り
手
厚
く
葬
ら
れ
、
の
ち
神
格
化
さ
れ

た
。

（
（8
（
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
（
一
七
六
六
～
一
八
二
二
（
政
治
家
。
王
政
復
古
時
代
に
首
相
と
な

り
占
領
軍
を
撤
退
さ
せ
た
。

（
（9
（
カ
レ
ル
（
一
八
〇
〇
～
三
六
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。
テ
ィ
エ
ー
ル
ら
と
と
も
に
『
ナ

シ
ョ
ナ
ル
』
紙
を
刊
行（
一
八
三
〇
（、
七
月
王
政
に
敵
対
し
た
。

（
（0
（
プ
ル
タ
ル
コ
ス
（
五
〇
頃
～
一
二
五
頃
（
古
代
ロ
ー
マ
帝
政
期
の
ギ
リ
シ
ア
系
歴
史

家
、
伝
記
作
家
。『
対
比
列
伝
（
英
雄
伝
（』
の
作
者
。

（
（（
（
小
カ
ト
ー
（
前
九
五
～
前
四
六
（
ロ
ー
マ
の
政
治
家
。
高
潔
な
人
物
と
し
て
知
ら
れ

た
が
、
カ
エ
サ
ル
に
敗
れ
自
殺
し
た
。

（
（（
（
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
（
一
二
一
～
一
八
〇
（
古
代
ロ
ー
マ
皇
帝
。
五
賢
帝
の

最
後
の
一
人
。
ス
ト
ア
哲
学
に
傾
倒
し
「
自
省
録
」
を
著
す
。

（
（（
（
マ
ル
ク
ス
・
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
（
前
八
三
～
前
三
〇
（
共
和
政
ロ
ー
マ
の
政
治
家
、
軍

人
。
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
ヌ
ス
に
敗
北
し
、
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
自
殺
の
報
を
聞
い
て
自
刃
し
た
。

（
（（
（
聖
ト
ラ
セ
ア
（
？
～
一
七
〇
（
マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
リ
ウ
ス
帝
の
治
世
下
の
殉
教
者
。

（
（（
（
サ
ン
・
プ
ル
ー 

―
―
ル
ソ
ー
の
書
簡
体
小
説
『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』（
一
七
六
一
（
の
登

場
人
物
。
恋
愛
と
社
会
道
徳
の
関
係
を
追
求
し
た
ロ
マ
ン
主
義
文
学
の
先
駆
的
作
品
。

（
（6
（
ル
ソ
ー
『
エ
ミ
ー
ル
』
参
照
。

（
（7
（
ア
フ
リ
マ
ン
―
―
善
悪
二
元
論
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
に
お
い
て
、
最
高
善
と
す
る
神

ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
に
対
抗
し
、
絶
対
悪
と
し
て
表
さ
れ
る
悪
神
。

（
（8
（
ク
レ
オ
ビ
ス
と
ビ
ト
ン
―
―
ギ
リ
シ
ア
神
話
。
ア
ル
ゴ
ス
に
住
む
兄
弟
。
母
親
が
二

人
の
息
子
の
た
め
に
人
間
の
持
ち
得
る
最
高
の
幸
せ
を
女
神
ヘ
ラ
に
祈
っ
た
と
こ
ろ
、

二
人
は
眠
っ
た
ま
ま
安
ら
か
に
死
ん
だ
と
い
う
。

（
（9
（
ド
ル
イ
ド
僧
―
―
古
代
ケ
ル
ト
族
の
祭
司
。
占
い
や
天
文
の
知
識
、
聖
樹
崇
拝
を
重

視
し
、
霊
魂
不
滅
、
輪
廻
の
教
義
を
説
い
た
。

（
（0
（
テ
ウ
タ
テ
ス
―
―
ケ
ル
ト
神
話
に
現
れ
る
神
で
、
ロ
ー
マ
の
メ
ル
ク
リ
ウ
ス
（
商
業
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の
神
（
に
あ
た
る
。

（
（（
（
更
新
―
―
カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
い
て
脩
道
誓
願
、
信
仰
告
白
な
ど
を
更
新
し
誓
い
を
新

た
に
す
る
こ
と
。

（
（（
（
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
（
前
七
〇
～
前
一
九
（
古
代
ロ
ー
マ
文
学
の
黄
金
時
代
を
代
表
す

る
詩
人
。
ロ
ー
マ
建
国
を
歌
っ
た
長
編
叙
事
詩
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
な
ど
。
ラ
ッ
ブ
の
言

う
「
六
作
目
」
が
ど
れ
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
い
。

（
（（
（
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
（
前
六
三
～
後
一
四
（
ロ
ー
マ
帝
国
初
代
皇
帝
。
カ
エ
サ
ル
の
養

子
。

（
（（
（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ォ
ー
バ
ー
ト
ン
（
一
六
九
八
～
一
七
七
九
（
作
家
、
批
評
家
、
英

国
国
教
会
グ
ロ
ス
タ
ー
主
教
。

（
（（
（
エ
レ
ウ
シ
ス
の
秘
儀
―
―
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
都
市
エ
レ
ウ
シ
ス
に
お
い
て
豊
穣
の
女

神
デ
メ
テ
ル
と
ペ
ル
セ
ポ
ネ
崇
拝
の
た
め
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
祭
儀
。
儀
式
の
中
核
は

公
開
さ
れ
ず
秘
密
が
厳
格
に
守
ら
れ
た
た
め
、
現
代
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

（
（6
（
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
リ
ル
（
一
七
八
三
～
一
八
一
三
（
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
、
ロ
ー
マ
文
学

の
翻
訳
家
。
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
ア
エ
ネ
イ
ス
』
を
翻
訳
し
た
ほ
か
、
宗
教
家
と
し

て
サ
ン
＝
セ
ヴ
ラ
ン
の
修
道
院
長
も
務
め
た
。

（
（7
（
ブ
ル
ー
タ
ス
（
前
八
五
～
前
四
二
（
古
代
ロ
ー
マ
の
政
治
家
。
カ
ッ
シ
ウ
ス
と
組
ん

で
カ
エ
サ
ル
を
暗
殺
。
フ
ィ
リ
ッ
ピ
の
会
戦
で
オ
ク
タ
ヴ
ィ
ア
ヌ
ス
と
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス

に
敗
れ
自
殺
し
た
。

（
（8
（
車
裂
き
の
刑
―
―
刑
罰
の
一
種
で
、
受
刑
者
は
四
肢
、
胸
を
鉄
棒
で
折
ら
れ
た
上
、

宙
づ
り
の
車
輪
に
縛
ら
れ
息
絶
え
る
ま
で
放
置
さ
れ
た
。

（
（9
（
出
エ
ジ
プ
ト
記
四
章
二
一
節
～
と
思
わ
れ
る
が
、
原
典
で
は
「
十
の
災
い
」
で
あ
り
、

ラ
ッ
ブ
が
「
七
つ
」
と
し
て
い
る
理
由
は
不
明
。

（
（0
（
ジ
ャ
ッ
ク
・
ア
ミ
ヨ
（
一
五
一
三
～
九
三
（
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
翻
訳
家
、

人
文
主
義
者
。
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
仏
訳
で
名
高
い
。
貧
し
い
出
自
な
が
ら
べ
ロ
ー
ザ
ン

ヌ
修
道
院
長
に
任
命
さ
れ
、
シ
ャ
ル
ル
九
世
の
即
位
と
と
も
に
宮
中
司
祭
、
オ
ー
セ
ー

ル
の
司
教
を
歴
任
。

（
（（
（
シ
ー
シ
ュ
ポ
ス
の
神
話
―
―
ギ
リ
シ
ア
神
話
。
シ
ー
シ
ュ
ポ
ス
は
コ
リ
ン
ト
ス
の
王
、

ア
イ
オ
ロ
ス
の
子
。
地
獄
で
山
頂
に
上
げ
て
も
す
ぐ
落
ち
て
く
る
岩
を
永
遠
に
転
が
し

上
げ
続
け
る
と
い
う
刑
罰
を
科
さ
れ
た
。

（
（（
（
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
（
前
六
五
～
前
八
（
古
代
ロ
ー
マ
の
詩
人
。
皇
帝
か
ら
宮
廷
秘
書
に

推
さ
れ
た
が
辞
退
し
、
詩
人
の
自
由
を
生
涯
守
り
通
し
た
と
さ
れ
る
。

（
（（
（
ル
キ
ウ
ス
・
リ
キ
ニ
ウ
ス
・
ル
ク
ッ
ル
ス
（
前
一
一
八
～
前
五
六
（
共
和
政
ロ
ー
マ

の
政
治
家
、
軍
人
。
小
ア
ジ
ア
、
黒
海
沿
岸
を
征
服
。
引
退
後
の
贅
沢
な
暮
ら
し
は
有

名
で
、
共
和
政
随
一
と
い
わ
れ
る
豪
邸
の
建
設
や
美
食
家
と
し
て
の
逸
話
も
多
い
。

（
（（
（
ア
ン
ド
レ
・
シ
ェ
ニ
エ
（
一
七
六
二
～
九
四
（
詩
人
。
ロ
マ
ン
主
義
文
学
（
高
踏
派
（

の
先
駆
と
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
時
、
ジ
ャ
コ
バ
ン
派
に
反
対
し
た
こ
と
で
「
国
家

反
逆
罪
」
を
宣
告
さ
れ
恐
怖
政
治
が
終
わ
る
三
日
前
に
処
刑
さ
れ
た
。

（
（（
（
テ
ッ
サ
リ
ア
の
魔
女
―
―
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
、
魔
術
の
実
践
の
中
心
地
と
し

て
有
名
だ
っ
た
テ
ッ
サ
リ
ア
に
多
く
い
た
と
さ
れ
る
。
史
上
最
初
の
女
性
天
文
学
者
で
、

月
食
を
予
報
し
月
を
天
上
か
ら
引
き
下
ろ
し
た
と
主
張
し
た
ア
グ
ラ
オ
ニ
ケ
も
そ
の
一

人
。（
ア
リ
ス
ト
パ
ネ
ス
の
喜
劇
『
雲
』
や
プ
ラ
ト
ン
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
な
ど
に
も
登

場
（

（
（6
（
ネ
ク
タ
ル
と
ア
ン
ブ
ロ
シ
ア
―
―
そ
れ
ぞ
れ
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
に
お
い
て
オ
リ
ュ
ン

ポ
ス
の
神
々
が
飲
み
食
べ
る
不
老
不
死
の
酒
と
食
物
。

（
（7
（
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
海
神
ネ
レ
ウ
ス
の
娘
で
あ
る
ニ
ン
フ
（
女
神
（・
ネ
レ
イ
ス
の
う
ち

の
一
人
。
ネ
レ
イ
ス
は
美
し
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

（
（8
（
小
山 

秀
司
「
カ
メ
ラ
ア
ン
グ
ル
／
島
崎
藤
村
「
苦
し
き
人
々
」」『
建
設
月
報
』
五
二

（
七
（一
九
九
九
、
伊
東
弘
樹
「
海
水
館
と
い
う
文
学
空
間
」
学
習
院
大
学
大
学
院
日
本

語
日
本
文
学
一
七
、
二
〇
二
一
等
参
照
。

（
（9
（
二
〇
一
五
年
九
月
二
五
日
第
七
〇
回
国
連
総
会
。

（
（0
（
古
く
は
寺
田
寅
彦
『
天
災
と
国
防
』
経
済
往
来
社　

一
九
三
四
に
「
地
震
津
波
台
風

の
ご
と
き
西
欧
文
明
諸
国
の
多
く
の
国
々
に
も
全
然
無
い
と
は
言
わ
れ
な
い
ま
で
も
、

頻
繁
に
わ
が
国
の
よ
う
に
劇
甚
な
災
禍
を
及
ぼ
す
こ
と
は
は
な
は
だ
ま
れ
で
あ
る
と
言
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苦
の
周
縁
で
創
成
さ
れ
た
も
の

っ
て
も
よ
い
。
わ
が
国
の
よ
う
に
こ
う
い
う
災
禍
の
頻
繁
で
あ
る
と
い
う
」
と
記
す
。

欧
州
と
は
環
境
に
よ
る
文
化
の
質
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
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ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
身
体
の
苦
痛

一
、
は
じ
め
に

　

菩
薩
は
な
に
ゆ
え
に
無
上
正
等
菩
提
を
目
指
し
て
仏
道
を
歩
む
の
で
あ
ろ
う
か
。

大
き
な
問
い
で
あ
る
が
、
浄
土
宗
が
所
依
と
す
る
『
無
量
寿
経
』
に
基
づ
け
ば
、
二

つ
の
答
え
が
あ
る
。
一
つ
は
老
病
死
を
見
て
世
の
非
常
を
悟
る
か
ら
で
あ
り
、
他
方

は
仏
と
出
会
い
そ
の
説
法
を
聞
き
、
大
い
に
喜
び
無
上
正
真
の
道
意
を
発
す
か
ら
で

あ
る

（
（
（

。

　

後
者
の
仏
法
に
対
す
る
喜
び
は
、
教
え
の
す
ば
ら
し
さ
の
み
に
よ
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
教
え
を
聞
く
も
の
の
種
姓
と
関
連
す
る
。『
声
聞
地
』
第
三
瑜
伽
処
に
は
声

聞
、
独
覚
、
大
乗
の
三
つ
の
種
姓
に
つ
い
て
、
説
明
を
以
て
審
査
さ
れ
る
べ
き
こ
と

が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
声
聞
の
種
姓
で
あ
る
も
の
は
声
聞
乗
の
説
明

に
満
足
し
喜
悦
す
る
。
そ
れ
以
外
の
二
つ
の
種
姓
の
者
は
そ
の
説
明
に
喜
ぶ
こ
と
は

な
い
。
そ
し
て
大
乗
の
種
姓
の
も
の
は
、
大
乗
に
関
す
る
説
明
に
大
変
に
満
足
し
て

喜
び
、
あ
る
い
は
ま
た
そ
れ
を
信
解
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

（
（
（

。『
無
量
寿
経
』
の

世
自
在
王
如
来
と
法
蔵
比
丘
の
出
会
い
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
場
面
と
し
て
読
み

取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
法
蔵
比
丘
は
、
正
確
に
は
そ
う
名
乗
る
前
の
国
王
で
あ

る
が
、
大
乗
の
種
姓
を
も
っ
た
存
在
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
老
病
死
を
見
て
仏
道
を
志
す
前
者
の
立
場
は
、
阿
含
・
ニ
カ
ー
ヤ
に
お

け
る
釈
尊
の
出
家
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
中
部
経
典
『
聖
求
経
』
で
は

生
老
病
死
、
な
ら
び
に
憂
い
と
汚
れ
に
対
し
て
危
難
を
み
て
、
釈
尊
は
涅
槃
を
求
め

た
と
述
懐
さ
れ
て
い
る
。
四
門
出
遊
は
こ
れ
が
一
つ
の
物
語
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た

も
の
で
あ
り
、
こ
の
伝
統
的
な
理
解
が
『
無
量
寿
経
』
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

さ
ら
に
大
乗
仏
教
、
例
え
ば
『
菩
薩
地
』
は
菩
提
心
を
起
こ
す
要
因
と
し
て
衆
生

の
苦
し
み
を
挙
げ
る
。
菩
薩
は
衆
生
の
苦
し
み
を
取
り
除
く
た
め
に
、
自
ら
仏
道
を

歩
む
志
を
抱
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
修
習
次
第
』
な
ど
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
、

あ
る
い
は
四
弘
誓
願
の
第
一
と
通
底
す
る
よ
う
に
、
菩
薩
が
無
上
正
等
菩
提
を
目
指

す
出
発
点
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
苦
は
悟
り
を
目
指
す
契
機
と
な

る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
苦
、
そ
の
な
か
で
も
身
体
の
苦
痛
を
ア
ビ
ダ
ル
マ

論
書
、
な
ら
び
に
『
声
聞
地
』
を
中
心
に
考
察
し
、
ま
た
苦
の
解
決
方
法
の
一
つ
と

し
て
病
気
へ
の
対
応
を
紹
介
し
た
い
。

二
、
苦
諦
と
苦

　

ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
に
お
け
る
苦
の
考
察
は
、
四
諦
に
つ
い
て
の
分
析
に
お
い
て
行

わ
れ
る
。
四
諦
は
、
通
常
、
苦
諦
・
集
諦
・
滅
諦
・
道
諦
と
よ
ば
れ
る
が
、
具
に
は

苦
諦
、
苦
集
諦
、
苦
滅
諦
、
苦
滅
道
諦
と
よ
ば
れ
、
そ
の
す
べ
て
が
苦
と
関
わ
っ
て

　
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
身
体
の
苦
痛　
　

　
�

石　

田　

一　

裕　
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い
る

（
（
（

。
阿
含
・
ニ
カ
ー
ヤ
以
来
、
苦
諦
の
考
察
の
な
か
に
は
苦
に
つ
い
て
の
言
及
が

含
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
中
阿
含
経
』
の
「
分
別
聖
諦
經
」（M

ajjhim
a-

N
ikāya, Saccavibhan

4gasutta

（
と
「
象
迹
喩
經
」（M

ajjhim
a-N

ikāya, 

M
ahāhatthipadopam

asutta

（
で
は
、
四
諦
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
、

阿
含
と
ニ
カ
ー
ヤ
で
多
少
の
相
違
が
あ
る
が
四
苦
八
苦
を
苦
と
定
義
し
、
四
諦
の
内

容
を
説
き
、
後
者
は
特
に
五
陰
盛
苦
を
詳
細
に
分
析
す
る
。
こ
れ
ら
の
経
典
は
ア
ビ

ダ
ル
マ
に
お
け
る
四
諦
に
つ
い
て
の
考
察
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
。
実
際
に
『
法
蘊

足
論
』
に
お
け
る
議
論
は
、
そ
の
構
成
が
「
分
別
聖
諦
經
」
と
類
似
し
て
い
る
一
方

で
、
苦
の
考
察
に
、
苦
苦
・
行
苦
・
壊
苦
の
三
苦
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
生

老
病
死
と
い
っ
た
具
体
的
な
苦
の
あ
り
方
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
分
類

し
、
よ
り
抽
象
的
な
議
論
を
す
る
点
が
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
思
想
的
な
展
開
で

あ
る

（
（
（

。
そ
し
て
『
倶
舎
論
』
賢
聖
品
は
苦
諦
を
三
苦
と
の
み
関
連
さ
せ
て
説
き
、
四

苦
八
苦
は
説
示
さ
れ
な
い
。
こ
の
議
論
か
ら
考
察
を
進
め
よ
う
。

苦
を
自
性
と
す
る
の
は
受
の
一
部
分
〔
だ
け
〕
で
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
有
漏
な

る
諸
行
は
す
べ
て
苦
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
か
。

有
漏
〔
法
〕
の
、
心
に
叶
う
の
と
、
心
に
叶
わ
ぬ
の
と
、
そ
れ
以
外
な
る
と
は
、

三
つ
の
苦
性
と
そ
れ
ぞ
れ
理
に
適
っ
た
よ
う
に
結
び
付
い
て
い
る
か
ら
、
残
り
な

く
苦
で
あ
る
。（
３
）

三
つ
の
苦
性
と
は
苦
苦
性
・
行
苦
性
お
よ
び
壊
苦
性
で
あ
る
。
す
べ
て
の
有
漏
な

る
諸
行
は
、
理
に
適
っ
た
よ
う
に
そ
れ
ら
〔
三
苦
性
の
中
の
一
つ
と
そ
れ
ぞ
れ
結

び
つ
い
て
い
る
こ
と
〕
に
よ
っ
て
、
残
り
な
く
苦
で
あ
る
。〔
す
な
わ
ち
、〕
そ
の

中
で
、
心
に
叶
う
〔
諸
行
〕
は
壊
苦
性
〔
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
〕
に
よ
っ
て

〔
苦
で
あ
る
〕。
心
に
叶
わ
ぬ
〔
諸
行
〕
は
苦
苦
性
〔
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
〕

に
よ
っ
て
〔
苦
で
あ
る
〕。
そ
れ
ら
以
外
の
〔
諸
行
〕
は
行
苦
性
〔
と
結
び
つ
い

て
い
る
こ
と
〕
に
よ
っ
て
〔
苦
で
あ
る（

（
（

〕。

　
『
倶
舎
論
』
は
苦
を
感
受
の
一
部
と
し
、
そ
の
う
え
で
個
別
の
苦
で
は
な
く
、
三

苦
性
と
い
う
苦
の
性
質
に
つ
い
て
議
論
す
る
。
苦
が
感
受
の
一
部
と
さ
れ
る
の
は
同

書
第
二
章
の
根
品
に
お
い
て
「
受
と
は
楽
・
苦
・
不
苦
不
楽
の
三
種
の
感
受
で
あ

る（
（
（

」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
受
と
は
普
遍
的
な
心
の
働
き
で
あ
る
大

地
法
の
一
つ
で
あ
り
、
五
蘊
の
受
で
も
あ
る
。
苦
が
受
＝
心
の
働
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
苦
し
み
は
私
た
ち
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

こ
れ
は
第
一
章
界
品
で
認
識
対
象
と
な
る
五
境
の
定
義
が
説
か
れ
る
な
か
に
、
苦

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
外
界
の
対
象
に
苦
し
み
が

具
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
対
象
と
接
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
感
受
の

一
つ
が
苦
し
み
な
の
で
あ
る
。

　

賢
聖
品
に
は
さ
ら
に
「
聖
者
の
心
と
逆
で
あ
る
か
ら
苦
で
あ
る
（
違
逆
聖
心
是
行

苦
相
（」
と
い
う
苦
の
定
義
を
確
認
で
き
る
。
こ
れ
は
界
品
に
も
見
て
取
れ
、
さ
ら

に
智
品
に
お
い
て
四
諦
十
六
行
相
に
つ
い
て
の
言
及
の
な
か
に
も
あ
ら
わ
れ
る
。
智

品
は
苦
諦
の
特
徴
（
行
相
（
で
あ
る
非
常
・
苦
・
空
・
非
我
に
つ
い
て
詳
説
す
る
が
、

こ
の
う
ち
苦
と
よ
ば
れ
る
理
由
に
以
下
の
三
つ
を
あ
げ
る
。
第
一
は
「
悩
ま
し
苦
し

め
る
こ
と
が
自
体
で
あ
る
か
ら
苦
で
あ
る
（
逼
迫
性
故
苦
（」
と
い
う
説
、
第
二
は

「
重
荷
の
如
き
も
の
で
あ
る
か
ら
苦
で
あ
る
（
如
荷
重
擔
故
苦
（」
と
い
う
説
、
第
三

は
『
倶
舎
論
』
が
正
当
と
す
る
説
で
あ
り
「
聖
者
の
心
と
逆
で
あ
る
か
ら
苦
で
あ
る



七
七

　
　
　
　
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
身
体
の
苦
痛

（
違
聖
心
故
苦
（」
と
い
う
説
で
あ
る

（
（
（

。
こ
の
よ
う
に
『
倶
舎
論
』
は
一
貫
し
て
、

「
聖
者
の
心
」
と
「
逆pratikūla

」
で
あ
る
こ
と
を
苦
と
定
義
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
「
聖
者
の
心
」
に
つ
い
て
の
桜
部
建
の
指
摘
に
着
目
し
よ
う
。
桜
部
は
、

梵
本
が
た
だ
「
聖
者
た
ち
のāryān

4ām

4

」
と
す
る
語
を
、
玄
奘
と
真
諦
の
両
漢
訳

が
「
聖
者
の
心
（
聖
心
（」
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

原
文
に
は
た
だʻāryān

4ām
4ʼ
と
あ
る
の
に
、
両
漢
訳
が
共
に
「
聖
心
」
と
し
て

い
る
の
は
、
聖
者
ら
に
と
っ
て
も
、
肉
体
を
有
す
る
限
り
そ
れ
は
有
漏
で
あ
っ
て

無
漏
で
な
い
か
ら
、
ま
た
、
聖
者
ら
に
「
心
受
」
と
し
て
の
苦
は
な
い
と
し
て
も

「
身
受
」
と
し
て
の
苦
は
存
在
す
る
か
ら
、
そ
れ
を
殊
別
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
（
（
（

。

　

こ
れ
は
「
有
漏
」
が
「
苦
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
界
品
第
八
偈
の
長
行
部
に
付

さ
れ
た
注
で
あ
る
。
こ
の
意
図
は
、
肉
体
は
有
漏
で
あ
る
か
ら
苦
で
あ
り
、
聖
者
で

あ
っ
て
も
肉
体
を
有
す
る
限
り
身
体
に
受
け
る
苦
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

「
聖
心
」
と
い
う
語
は
漢
訳
者
が
心
身
の
苦
を
分
け
て
理
解
し
た
証
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
桜
部
の
指
摘
は
正
鵠
を
得
た
も
の
だ
が
、
両
漢
訳
が
体
と
心

の
苦
を
分
け
た
点
を
念
頭
に
置
き
、
さ
ら
に
苦
諦
の
検
討
を
進
め
た
い
。

『
大
毘
婆
沙
論
』
に
お
け
る
苦
諦
の
定
義

　
『
大
毘
婆
沙
論
』
七
八
巻
（
結
蘊
十
門
納
息
（
で
は
四
諦
の
分
析
が
行
わ
れ
る
。

こ
の
う
ち
苦
諦
に
関
し
て
は
四
苦
八
苦
に
つ
い
て
二
つ
の
説
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
が
な

ぜ
苦
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
苦
と
は
何
か
を
考
え
る
た
め
に

こ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

　

ま
ず
四
苦
八
苦
が
そ
れ
ぞ
れ
苦
と
よ
ば
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
有
す
る
特
徴

（
相
（
に
よ
る
。
生
老
病
死
の
四
苦
は
、
生
相
・
住
異
相
・
逼
惱
相
・
滅
相
と
合
す

る
の
で
苦
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
次
い
で
怨
憎
会
苦
（『
大
毘
婆
沙
論
』
で
は
非
愛
会

苦
（
は
非
愛
の
も
の
と
会
す
る
相
と
、
愛
別
離
苦
は
愛
す
る
も
の
と
別
離
す
る
相
と
、

求
不
得
苦
は
欲
す
る
所
に
隨
わ
ざ
る
相
と
、
そ
れ
ぞ
れ
合
す
る
の
で
苦
と
名
づ
け
ら

れ
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は
有
漏
の
取
蘊
の
所
攝
な
る
が
故
に
、
略
説
す
れ
ば
五
陰
盛
苦

（『
大
毘
婆
沙
論
』
で
は
五
取
蘊
苦
（
と
い
う
こ
と
と
な
る
。「
有
漏
で
あ
る
も
の
は

苦
で
あ
る
」
と
い
う
理
解
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
『
倶
舎
論
』
界
品
の
第
八
偈
に
明

確
に
説
か
れ
て
い
る
。『
大
毘
婆
沙
論
』
八
巻
（
雑
蘊
世
第
一
法
納
息
（
も
ま
た

「
何
を
苦
と
い
う
の
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
「
諸
々
の
有
漏
で
あ
る
」
と
答
え

て
い
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
い
て
有
漏
の
五
蘊
で
あ
る
五
取
蘊
、
す
な
わ
ち
私
た
ち

凡
夫
の
心
身
そ
の
も
の
か
ら
苦
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
五
陰

盛
苦
は
苦
し
み
を
最
も
端
的
に
意
味
す
る
言
葉
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

二
説
目
は
、
前
説
よ
り
具
体
性
が
増
し
て
い
る
。
こ
の
説
で
は
生
は
あ
ら
ゆ
る
苦

し
み
を
生
み
出
す
源
で
あ
る
か
ら
苦
と
よ
ば
れ
る
。
同
様
に
、
老
は
愛
す
べ
き
若
さ

を
衰
え
さ
せ
る
か
ら
、
病
は
愛
す
べ
き
快
適
さ
を
損
な
う
か
ら
、
死
は
愛
す
べ
き
寿

命
を
断
つ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
苦
と
よ
ば
れ
る
。
ま
た
怨
憎
会
苦
は
嫌
い
な
も
の
（
非

愛
（
と
会
す
る
と
き
に
様
々
な
苦
が
起
こ
る
か
ら
、
愛
別
離
苦
は
愛
す
る
も
の
と
別

離
す
る
と
き
に
様
々
な
苦
が
起
こ
る
か
ら
、
求
不
得
苦
は
欲
し
い
も
の
が
手
に
入
ら

な
い
と
き
に
様
々
な
苦
が
起
こ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
苦
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
す

べ
て
が
有
漏
の
取
蘊
に
収
め
ら
れ
る
出
来
事
で
あ
る
か
ら
、
要
略
す
る
と
五
陰
盛
苦

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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第
二
説
に
提
示
さ
れ
る
四
苦
八
苦
が
苦
と
よ
ば
れ
る
理
由
は
、
愛
す
べ
き
も
の

（
可
愛
（
に
何
ら
か
の
変
化
が
加
え
ら
れ
た
と
き
に
苦
し
み
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
は
私
た
ち
が
感
じ
る
苦
と
は
愛
す
べ
き
も
の
を
失
う
と
き
の
感
受
で
あ
り
、
ま

た
そ
の
逆
に
嫌
い
な
も
の
に
出
会
っ
た
と
き
の
感
受
で
あ
る
と
い
い
か
え
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。

　

次
に
『
大
毘
婆
沙
論
』
七
九
巻
（
結
蘊
十
門
納
息
（
に
お
け
る
四
諦
十
六
行
相
の

議
論
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
の
議
論
は
上
述
し
た
『
倶
舎
論
』
智
品
の

議
論
と
共
通
す
る
。
こ
こ
で
は
十
六
行
相
の
苦
の
定
義
と
し
て
二
つ
を
提
示
し
て
い

る
。
一
つ
は
「
傷
つ
け
痛
め
、
悩
ま
し
苦
し
め
る
こ
と
が
重
荷
を
背
負
う
如
く
に
聖

者
の
心
と
逆
で
あ
る
か
ら
苦
で
あ
る
（
傷
痛
逼
迫
如
荷
重
擔
、
違
逆
聖
心
故
名
爲

苦
（」
と
い
う
説
で
あ
り
、
二
つ
目
は
「
粗
大
に
悩
ま
さ
れ
る
か
ら
苦
で
あ
る
（
麁

重
所
逼
故
名
爲
苦
（」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
智
品
は
第
一
説
を

三
種
に
分
け
て
新
た
に
苦
の
定
義
と
し
て
採
用
し
た
よ
う
に
推
測
で
き
る
。
な
お
こ

こ
に
説
か
れ
る
「
聖
者
の
心
」
も
『
倶
舎
論
』
と
同
様
に
原
語
は
「āryān

4ām

4

」
と

想
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
第
二
説
に
つ
い
て
は
『
声
聞
地
』
と
関
連
さ
せ
て

後
に
論
じ
よ
う
。

　

以
上
、『
大
毘
婆
沙
論
』
結
蘊
十
門
納
息
に
説
か
れ
る
苦
諦
の
定
義
を
考
察
し
た
。

四
苦
八
苦
は
そ
れ
ぞ
れ
が
苦
と
し
て
の
特
徴
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
愛
す
べ
き
も
の

（
可
愛
（
を
損
ね
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
苦
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、

身
体
に
生
じ
る
よ
う
な
具
体
的
な
痛
み
や
苦
し
み
に
つ
い
て
の
言
及
は
確
認
さ
れ
な

か
っ
た
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
身
体
の
苦
し
み
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
さ
ら
に

初
期
の
論
書
を
考
察
し
た
い
。

『
法
蘊
足
論
』
に
お
け
る
苦
諦
の
定
義

　

最
初
期
の
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
で
あ
る
『
法
蘊
足
論
』
で
は
預
流
支
品
（
第
二

巻
（
と
聖
諦
品
（
第
六
巻
（
に
お
い
て
、
四
諦
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
言
及
を
確

認
で
き
る
。
特
に
後
者
に
は
四
苦
八
苦
が
な
ぜ
苦
で
あ
る
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
生
が
苦
し
み
で
あ
る
理
由
を
引
用
し
た
い
。

何
の
因
縁
の
故
に
、
説
い
て
生
を
苦
と
な
す
や
。
有
情
生
じ
る
時
、
種
種
の
身
苦

の
事
を
領
納
攝
受
す
る
が
故
に
、
種
種
の
心
苦
の
事
を
領
納
攝
受
す
る
が
故
に
、

種
種
の
身
心
の
苦
の
事
を
領
納
攝
受
す
る
が
故
に
、
種
種
の
身
熱
惱
の
事
を
領
納

攝
受
す
る
が
故
に
、
種
種
の
心
熱
惱
の
事
を
領
納
攝
受
す
る
が
故
に
、
種
種
の
身

心
の
熱
惱
の
事
を
領
納
攝
受
す
る
が
故
に
、
種
種
の
身
燒
然
の
事
を
領
納
攝
受
す

る
が
故
に
、
種
種
の
心
燒
然
の
事
を
領
納
攝
受
す
る
が
故
に
、
種
種
の
身
心
の
燒

然
の
事
を
領
納
攝
受
す
る
が
故
に
、
説
い
て
生
を
苦
と
な
す
。
復
次
に
、
生
じ
る

時
、
二
種
の
苦
を
受
く
。
一
つ
は
苦
苦
、
二
つ
は
行
苦
な
り
。
故
に
生
苦
と
名
づ

く
（
（
（

。

　

こ
こ
で
は
生
が
苦
し
み
で
あ
る
理
由
が
大
き
く
二
つ
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
前
者

に
注
目
し
よ
う
。
生
が
苦
と
説
か
れ
る
の
は
、
有
情
が
生
ま
れ
る
と
き

（
（1
（

に
、
心
身
に

苦
、
熱
悩
、
焼
燃
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
『
法
蘊
足
論
』
は
こ
の
心
身
の

苦
、
熱
悩
、
焼
燃
を
五
蘊
盛
苦
以
外
の
四
苦
八
苦
す
べ
て
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て

説
く
。
上
述
し
た
『
倶
舎
論
』
や
『
大
毘
婆
沙
論
』
に
は
明
確
に
説
か
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
身
体
の
苦
し
み
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
思
想
史
と

し
て
捉
え
れ
ば
、
苦
の
考
察
が
よ
り
概
念
的
あ
る
い
は
抽
象
的
に
な
っ
て
い
っ
た
と



七
九

　
　
　
　
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
身
体
の
苦
痛

指
摘
で
き
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
『
法
蘊
足
論
』
に
お
い
て
、
愛
別
離
苦
や
求
不
得
苦
に

つ
い
て
生
老
病
死
と
同
様
に
身
体
の
苦
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
形
式
的
な
議
論
に
思

え
る
。
そ
れ
で
も
最
初
期
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
に
説
か
れ
る
苦
が
身
体
と
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る

（
（（
（

。

『
声
聞
地
』
に
説
か
れ
る
苦
諦
の
定
義

　
『
法
蘊
足
論
』
と
共
通
す
る
理
解
を
、『
声
聞
地
』
第
二
瑜
伽
処
に
お
け
る
ヨ
ー
ガ

の
対
象
と
な
る
四
つ
の
所
縁
に
つ
い
て
の
言
及
の
な
か
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
つ
の
所
縁
と
は
遍
満
所
縁
・
浄
行
所
縁
・
善
巧
所
縁
・
浄
惑
所
縁
で
あ
る
が
、
こ

の
う
ち
浄
惑
所
縁
は
世
間
道
と
出
世
間
道
と
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
出
世
間
道
に
分

類
さ
れ
る
浄
惑
所
縁
が
四
諦
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ヨ
ー
ガ
の
対
象
と
し
て
の
四
諦

が
分
析
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
苦
諦
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
同
様
に
、
四
苦
八
苦
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
生
苦
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
内
で
生
苦
は
生
じ
よ
う
と
し
て
い
る
者
に
身
心
の
苦
受
が
生
ず
る
こ
と
で
あ

る
（
（1
（

。

　

当
該
箇
所
の
原
文
は
「
發
生
種
種
身
心
苦
受duh

4khā vedanotpadyate 

kāyikacaitasikī

」
で
あ
り
、
苦
諦
の
定
義
に
身
体
の
苦
が
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
そ
の
よ
う
な
身
心
の
苦
が
五
蘊
盛
苦
を
除
い
た
四
苦
八
苦
に
共
通
す
る
と
も
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
『
大
毘
婆
沙
論
』
結
蘊
十
門
納
息
や
『
倶
舎

論
』
で
は
な
く
、『
法
蘊
足
論
』
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
第
二
瑜
伽

処
は
五
蘊
盛
苦
を
除
い
た
四
苦
八
苦
は
三
苦
の
う
ち
「
苦
苦
」
と
対
応
し
、
五
蘊
盛

苦
の
み
が
三
苦
す
べ
て
を
表
し
て
い
る
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
相
違
す
る
点
で
あ

る
。
論
証
を
要
す
る
が
、
苦
諦
と
四
苦
八
苦
の
関
係
は
、
三
苦
に
よ
る
分
析
に
先
立

つ
も
の
と
推
測
で
き
、
よ
り
古
層
に
お
い
て
『
法
蘊
足
論
』
と
『
声
聞
地
』
に
共
通

点
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う

（
（1
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
よ
り
詳

細
に
検
討
を
加
え
た
い
。

三
、
仏
陀
の
感
じ
た
痛
み

　

身
体
の
苦
と
し
て
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
は
痛
み
で
あ
ろ
う
。

身
体
の
苦
痛
に
悩
ま
さ
れ
な
い
も
の
は
い
な
い
。『
法
蘊
足
論
』
で
は
そ
の
苦
痛
を

「
苦
、
熱
悩
、
焼
燃
」
と
表
現
し
て
い
た
が
、『
大
毘
婆
沙
論
』
七
六
巻
（
結
蘊
十
門

納
息
（
で
は
よ
り
端
的
に
「
痛
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る

苦
し
み
を
滅
し
た
仏
陀
に
も
痛
み
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
仏
陀
が
利
・
衰
・
誉
・
毀
・
譏
・
称
・
楽
・
苦
と
い
う
世
の
八
法
に
遇

っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
な
か
で
、
苦
に
遇
う
こ
と
に
つ
い
て
「
佛
に
頭
痛
、

背
痛
、
腹
痛
有
り
、
及
び
足
を
傷
つ
け
出
血
せ
し
等
の
事
有
り
佛
の
苦
に
遇
う
と
名

く
（
（1
（

」
と
説
明
さ
れ
、
仏
の
苦
と
し
て
「
痛
」
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

（
（1
（

。
こ

こ
に
説
か
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
痛
み
は
、
阿
含
・
ニ
カ
ー
ヤ
を
典
拠
と
し
た
も
の
で
あ

り
、
一
つ
だ
け
取
り
上
げ
れ
ば
、
背
痛
は
『
長
阿
含
経
』
の
「
衆
集
経
」
に
説
か
れ

て
い
る

（
（1
（

。
経
典
に
よ
れ
ば
、
仏
陀
は
覚
り
を
開
い
た
後
も
、
身
体
の
痛
み
を
感
じ
る

こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
ア
ビ
ダ
ル
マ
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
た
か
が
本
論
に
と
っ

て
重
要
な
点
で
あ
る
。

　

仏
陀
の
苦
痛
が
議
論
さ
れ
る
の
は
、
結
蘊
十
門
納
息
に
お
け
る
有
漏
と
無
漏
と
の

考
察
に
お
い
て
で
あ
る
。『
発
智
論
』
の
当
該
箇
所
を
注
釈
す
る
中
で
、『
大
毘
婆
沙



八
〇

　
　
　
　
佛

　
教

　
文

　
化

　
研

　
究

論
』
は
こ
れ
が
説
か
れ
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
「
仏
身
は
無
漏
で
あ
る
」
と
主
張
す

る
大
衆
部
に
対
し
て
、
そ
れ
が
有
漏
で
あ
る
こ
と
を
認
め
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
と
述

べ
る

（
（1
（

。

　

仏
身
の
有
漏
と
無
漏
に
つ
い
て
は
経
典
を
発
端
と
し
て
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
思
想
発

展
開
の
な
か
で
課
題
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
細
な
言
及
は
控

え
る
が
、
仏
身
の
有
漏
が
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
仏
陀
自
身
が
苦
を
感
じ
る
と
い
う
観

点
よ
り
も
、
仏
の
身
体
が
他
者
の
漏
、
す
な
わ
ち
煩
悩
を
刺
激
す
る
対
象
と
な
る
点

に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
経
典
に
お
い
て
、
仏
身
は
あ
る
時
に
は
性
的
対
象
と
な

り
、
あ
る
時
に
は
殺
意
を
向
け
ら
れ
る
対
象
と
な
っ
た
こ
と
が
説
か
れ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
仏
陀
の
身
体
は
、
他
者
の
煩
悩
の
対
象
と
な
る
と
い
う
意
味
で
無
漏
な
の
で

は
な
く
、
有
漏
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
前
提
に
、
異
説
と
し
て
、
仏
身
の
有
漏
と
世
の
八
法
の
関
係
が
述
べ
ら
れ

る
。
仏
陀
が
様
々
な
痛
み
を
感
じ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い

4

4

4

4

4

4

。
こ
の
間
違
い
が
な
い

と
は
、
そ
れ
が
理
性
に
よ
っ
て
推
測
さ
れ
る
べ
き
事
実
で
は
な
く
、
経
典
が
説
く
真

実
と
い
う
意
味
で
あ
る

（
（1
（

。
経
典
に
説
か
れ
る
仏
陀
の
苦
痛
を
認
め
た
う
え
で
、『
大

毘
婆
沙
論
』
は
仏
陀
が
そ
れ
を
超
え
、
そ
れ
に
染
め
ら
れ
な
い
と
解
釈
す
る
。
仏
陀

が
そ
れ
ら
を
超
え
て
い
る
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

如
来
は
利
な
ど
の
四
つ
の
法
に
遇
う
と
い
っ
て
も
大
き
く
喜
ん
だ
り
、
喜
愛
を
生

じ
る
こ
と
が
な
い
。
如
来
は
衰
な
ど
の
四
つ
の
法
に
遇
う
と
い
っ
て
も
心
配
し
た

り
、
憂
え
た
り
、
怒
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
ゆ
え
に
「
超
え
る
」
と
い
い
、
そ
れ

ゆ
え
染
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る

（
（1
（

。

　

こ
れ
は
仏
陀
が
自
身
を
利
す
る
こ
と
に
遭
遇
し
て
も
喜
ぶ
こ
と
も
な
く
、
ま
た
損

な
う
こ
と
に
遭
遇
し
て
も
嘆
く
こ
と
も
な
い
。
要
す
る
に
ど
の
よ
う
な
外
的
状
況
に

あ
っ
て
も
、
た
と
え
そ
れ
が
身
体
的
な
苦
痛
で
あ
っ
て
も
、
仏
陀
の
心
が
揺
さ
ぶ
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
心
身
の
苦
を
峻
別
し
た
も
の

と
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
覚
っ
た
と
し
て
も
、
身
体
が
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
お
け

る
痛
み
は
決
し
て
な
く
な
ら
な
い
こ
と
を
も
含
意
し
て
い
る
。

　

仏
陀
の
身
体
は
有
漏
で
あ
り
、
そ
れ
は
他
者
の
欲
望
の
対
象
と
な
り
、
ま
た
仏
陀

自
身
に
と
っ
て
も
痛
み
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
経
典
で
は
そ
の
苦
痛
に
対
し

て
、
仏
陀
が
時
に
休
息
の
必
要
を
述
べ
た
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
覚
者
で
あ
っ
て
も
、

身
体
の
痛
み
か
ら
は
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い
わ
ん
や
迷
い
の
た
だ
な
か
に
い

る
私
た
ち
を
や
、
で
あ
る
。

四
、
身
体
の
苦
痛
と
そ
の
解
決

　

阿
含
・
ニ
カ
ー
ヤ
に
お
い
て
、
仏
陀
は
背
中
に
痛
み
を
感
じ
、
し
ば
し
の
休
憩
を

求
め
る
こ
と
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
身
体
の
倦
怠
感
や
痛
み
に
対
し
て
休
憩
と
い
う

対
策
を
と
っ
た
と
理
解
で
き
よ
う
。
心
頭
滅
却
す
れ
ば
火
も
ま
た
涼
し
と
い
う
が
、

涼
を
求
め
る
な
ら
ば
火
に
近
づ
か
な
け
れ
ば
よ
い
。
仏
陀
が
説
く
苦
し
み
へ
の
対
処

法
も
同
様
で
あ
る
。
持
戒
や
根
律
儀
と
よ
ば
れ
る
感
官
の
抑
制
は
、
そ
の
具
体
例
で

あ
る
。
煩
悩
を
滅
す
る
た
め
に
は
、
煩
悩
が
喚
起
さ
れ
な
い
生
活
を
営
む
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
。

　

痛
み
へ
の
対
処
も
こ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。『
声
聞
地
』
は
生
苦
を
生
ま
れ
る
こ

と
に
起
因
す
る
苦
し
み
と
説
く
。
こ
れ
は
病
苦
も
同
様
で
あ
り
、
病
気
そ
の
も
の
が

苦
し
い
の
で
は
な
く
、
病
気
に
よ
っ
て
体
や
心
に
生
じ
る
症
状
が
人
を
苦
し
め
る
と



八
一

　
　
　
　
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
身
体
の
苦
痛

い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
病
気
に
よ
る
苦
し
み
を
な
く
す
た
め
に
は
、

病
気
そ
の
も
の
を
な
く
せ
ば
よ
い
。
病
気
を
な
く
す
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
治
療
で

あ
る
。『
根
本
説
一
切
有
部
薬
事
』
は
そ
の
よ
う
な
仏
陀
の
姿
を
説
い
て
お
り
、
そ

れ
を
確
認
し
た
い

（
11
（

。

　

あ
る
時
、
教
団
に
お
い
て
病
が
流
行
し
、
比
丘
た
ち
が
衰
弱
し
た
。
そ
れ
を
見
た

仏
陀
は
薬
の
使
用
を
許
可
し
た
。
し
か
し
、
比
丘
た
ち
に
は
守
る
べ
き
戒
律
が
あ
り
、

そ
れ
が
薬
の
服
用
方
法
や
種
類
を
制
限
し
、
病
気
を
治
す
妨
げ
と
な
っ
た
。
例
え
ば

比
丘
は
正
午
を
過
ぎ
て
か
ら
の
食
事
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
薬
に
つ
い
て
も
こ
れ
を

適
用
し
た
。
昼
以
降
の
服
用
が
で
き
な
い
た
め
、
比
丘
た
ち
の
病
気
は
治
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
を
確
認
し
た
仏
陀
は
、
薬
に
よ
っ
て
は
正
午
を
過
ぎ
て
か
ら
の
服
用
を
認

め
て
い
る

（
1（
（

。

　

比
丘
た
ち
が
出
家
生
活
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
薬
の
使
用
を
た
め
ら
う

こ
の
よ
う
な
場
面
が
『
根
本
説
一
切
有
部
薬
事
』
に
は
た
び
た
び
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
仏
陀
は
そ
の
薬
を
服
用
す
る
こ
と
で
し
か
病
が
治
ら
な
い
な
ら
、
そ

れ
を
用
い
る
べ
き
こ
と
を
認
め
、
具
体
的
に
用
い
て
よ
い
薬
の
種
類
、
さ
ら
に
保
管

方
法
や
煎
じ
方
に
つ
い
て
も
示
し
い
て
い
る
。

　

病
気
に
な
っ
た
場
合
に
生
じ
る
身
体
の
苦
痛
は
、
そ
の
病
気
を
薬
に
よ
る
治
療
で

治
す
こ
と
で
、
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仏
陀
は
こ
れ
を
積
極
的
に
認
め
、
薬
の
使

用
方
法
に
つ
い
て
具
体
的
に
定
め
た
。
こ
こ
か
ら
苦
の
滅
の
た
め
に
は
、
様
々
な
方

法
を
用
い
て
よ
い
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五
、
ま
と
め

　

苦
し
む
他
者
を
見
て
、
そ
れ
を
ど
う
に
か
し
た
い
と
思
う
こ
と
は
菩
薩
道
の
端
緒

で
あ
り
、
自
己
の
苦
し
み
を
解
決
し
よ
う
と
い
う
志
は
仏
道
を
歩
む
原
動
力
と
な
る
。

そ
の
苦
し
み
は
感
受
と
い
う
心
の
働
き
で
あ
る
。
一
方
で
、
阿
含
・
ニ
カ
ー
ヤ
に
は

仏
陀
の
苦
痛
が
説
か
れ
て
お
り
、
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
も
身
体
の
そ
れ
に
言
及
す
る
。

身
体
の
苦
痛
か
ら
は
何
人
も
逃
れ
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
が
、
覚
り
を
開
い
た
も
の

は
痛
み
を
苦
し
み
と
し
て
の
み
受
け
取
り
、
そ
こ
か
ら
不
安
や
怒
り
が
生
じ
る
こ
と

は
な
い
。
逆
に
言
う
と
、
煩
悩
が
あ
る
限
り
、
体
の
苦
痛
を
因
と
し
て
、
死
ぬ
か
も

し
れ
な
い
と
不
安
を
覚
え
た
り
、
自
分
の
行
動
を
後
悔
し
た
り
と
、
心
の
苦
し
み
が

生
じ
る
。

　

こ
れ
は
『
雑
阿
含
経
』
の
第
四
七
〇
経

（
11
（

に
お
い
て
「
一
の
矢
」
と
「
二
の
矢
」
の

例
え
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
第
一
の
矢
は
身
体
の
苦
で
あ
り
、
第
二
の
矢
は
精

神
の
苦
で
あ
る
。
覚
者
は
「
身
体
の
苦
＝
第
一
の
矢
」
を
受
け
た
と
し
て
も
、
そ
こ

か
ら
生
じ
る
「
精
神
の
苦
＝
第
二
の
矢
」
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
第
二
の
矢

を
受
け
る
の
が
凡
夫
で
あ
る
。

　

第
一
の
矢
に
よ
っ
て
受
け
る
苦
し
み
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
軽
減
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。『
根
本
説
一
切
有
部
薬
事
』
に
み
ら
れ
る
薬
の
使
用
は
そ
の
具
体
例
と

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
身
体
の
苦
か
ら
精
神
の
苦
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
身

体
の
苦
を
和
ら
げ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
身
体
に
苦
を
感
じ
さ
せ
な
い
こ
と
は
、
苦
し

み
か
ら
離
れ
る
具
体
的
な
手
段
で
あ
る
。

　

二
の
矢
を
受
け
な
い
た
め
に
は
、
煩
悩
を
断
つ
た
め
の
修
行
が
必
要
で
あ
り
、
煩

悩
が
完
全
に
消
滅
す
る
こ
と
で
苦
も
ま
た
消
滅
す
る
。
付
言
で
あ
る
が
、
法
然
の
い

う
「
転
重
軽
受

（
11
（

」
も
こ
れ
と
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
、
凡
夫
に
と
っ
て
は
よ
り
具
体

的
な
苦
し
み
の
軽
減
方
法
で
あ
ろ
う
。

　

体
の
苦
痛
か
ら
様
々
な
不
安
や
悩
み
が
起
こ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
に
つ
い



八
二

　
　
　
　
佛

　
教

　
文

　
化

　
研

　
究

て
は
的
確
な
対
処
が
必
要
で
あ
る
。
心
に
だ
け
目
を
向
け
れ
ば
苦
し
み
が
消
滅
す
る

の
で
は
な
い
。
身
体
の
苦
痛
を
和
ら
げ
る
こ
と
は
、
安
心
を
生
む
。
第
一
の
矢
を
受

け
な
け
れ
ば
、
第
二
の
矢
を
受
け
る
こ
と
も
な
い
。

　

現
代
で
は
病
気
に
対
し
て
様
々
な
治
療
法
が
あ
り
、
根
治
が
可
能
な
も
の
も
多
く

あ
る
。
特
定
の
治
療
に
よ
っ
て
病
気
が
治
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
採
用
し
苦
し
み

を
減
ら
す
こ
と
は
『
根
本
説
一
切
有
部
薬
事
』
に
お
け
る
仏
陀
の
姿
勢
と
通
じ
る
も

の
と
指
摘
で
き
よ
う
。

　

 

註

（
（
（
前
者
は
い
わ
ゆ
る
八
相
成
道
に
説
か
れ
る
「
老
病
死
を
見
て
、
世
の
非
常
を
悟
り
、

国
と
財
と
位
と
を
棄
て
て
、
山
に
入
り
て
道
を
学
す
」（
聖
典
一
・
二
一
四
（
で
あ
り
、

後
者
は
法
蔵
比
丘
出
家
の
場
面
と
し
て
「
時
に
国
王
あ
り
。
仏
の
説
法
を
聞
き
て
、
心

に
悦
豫
を
懐
き
、
す
な
わ
ち
無
上
正
真
の
道
意
を
発
し
、
国
を
捐
て
て
、
行
じ
て
沙
門

と
な
る
」（
同
二
二
〇
（
と
説
か
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

（
（
（
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
声
聞
地
研
究
会
『
瑜
伽
論
声
聞
地
第
三
瑜
伽
処
―
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
テ
キ
ス
ト
と
和
訳
―
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
一
八
（
八

－

九
頁
。

（
（
（
苦
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
仏
教
思
想
研
究
会
編
『
仏
教
思
想
５　

苦
』（
平
楽

寺
書
店
、
一
九
八
〇
（
が
あ
る
。
本
研
究
は
こ
の
う
ち
中
村
元
「
苦
の
問
題
」（
第
一
章
（、

玉
城
康
四
郎
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
苦
の
考
察
」（
第
二
章
（、
藤
田
宏
達
「
苦
の
伝
統

的
解
釈
―
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
を
中
心
と
し
て
―
」（
第
三
章
（
に
多
く
を
依
っ
て
い
る
。

（
（
（『
法
蘊
足
論
』
に
お
い
て
三
苦
を
用
い
た
苦
諦
の
説
明
は
「
復
次
に
」
と
し
て
提
示
さ
れ
、

こ
れ
が
こ
の
論
書
の
原
初
形
態
に
含
ま
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

『
集
異
門
足
論
』
に
後
世
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、『
法
蘊
足
論
』

に
も
同
様
の
事
態
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
解
明
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
（
（P.Pradhan ed., A

bhidharm
akośabhās

4ya of V
asubandhu, Patna, （（（（. 

pp.（（（-（（（. 

和
訳
は 

櫻
部
建
・
小
谷
信
千
代
『
倶
舎
論
の
原
典
解
明 

賢
聖
品
』（
法
蔵
館
、

一
九
九
九
（
一
五
―
一
六
頁
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
傍
線
や
原
語
に
つ
い
て
は
省
略

し
て
い
る
。

（
（
（ibid. p.（（. 

櫻
部
建
『
倶
舎
論
の
研
究
』（
法
蔵
館
、
一
九
六
九
（
二
八
一
頁
。

（
（
（ibid. p.（00. 

櫻
部
建
・
小
谷
信
千
代
・
本
庄
良
文
『
倶
舎
論
の
原
典
研
究 

智
品
・
定
品
』

（
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
四
（
五
五
―
五
六
頁
。

（
（
（
櫻
部
建
『
倶
舎
論
の
研
究
』
一
四
九
頁
。
同
様
の
指
摘
は
藤
田
前
掲
論
文
二
一
五
頁

に
も
同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

（
（
（
大
正
蔵
二
六
・
四
八
〇
上

（
（0
（『
法
蘊
足
論
』
は
生
苦
の
「
生
」
に
つ
い
て
「
生
と
は
謂
わ
く
彼
彼
の
諸
も
ろ
の
有
情
類
、

即
わ
ち
彼
彼
の
有
情
聚
の
中
に
お
け
る
、
諸
も
ろ
の
生
、
等
生
、
趣
入
、
出
現
、
蘊
得
、

界
得
、
處
得
、
諸
蘊
の
生
、
命
根
の
起
、
總
じ
て
名
づ
け
て
生
と
な
す
」（
大
正
蔵
二
六
・

四
八
〇
上
（
と
説
く
。
こ
れ
は
「
生
苦
」
が
「
生
き
る
こ
と
に
よ
る
苦
」
で
は
な
く
、「
生

ま
れ
る
こ
と
に
よ
る
苦
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
（（
（
田
中
裕
成
「《
婆
沙
論
》
に
お
け
る
阿
毘
達
磨
論
師
と
分
別
論
師
と
譬
喩
師
の
四
聖
諦

説
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
』
四
七
号
（
は
『
法
蘊
足
論
』
の
四
諦

説
に
つ
い
て
「『
法
蘊
足
論
』
は
第
十
章
「
聖
諦
品
」
に
お
い
て
四
聖
諦
に
つ
い
て
「
初

転
法
輪
経
」
の
注
釈
と
い
う
形
で
詳
細
に
言
及
す
る
も
、
阿
毘
達
磨
論
師
説
で
見
ら
れ

た
よ
う
な
規
定
は
全
く
見
い
だ
せ
な
い
」（
三
四
頁
（
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の

論
の
所
説
が
『
大
毘
婆
沙
論
』
な
ど
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
。

（
（（
（
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
声
聞
地
研
究
会
『
瑜
伽
論
声
聞
地
第
二
瑜
伽
処
―
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
語
テ
キ
ス
ト
と
和
訳
―
』（
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
七
（
一
二
〇
―
一
二

一
頁
。

（
（（
（『
法
蘊
足
論
』
と
『
声
聞
地
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
阿
部
貴
子
「『
聲
聞
地
』
と
『
法

蘊
足
論
』
の
關
連
性
：
止
觀
を
中
心
と
し
て
」（『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
三
八
号
（
が

構
成
と
内
容
の
観
点
か
ら
、
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
。



八
三

　
　
　
　
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
身
体
の
苦
痛

（
（（
（
大
正
蔵
二
七
・
三
九
二
中

（
（（
（『
大
毘
婆
沙
論
』
七
四
巻
で
は
「
痛
は
即
わ
ち
是
れ
受
な
り
」（
大
正
二
七
・
三
八
四
中
（

と
説
か
れ
て
い
る
。「
痛
」
は
感
受
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
苦
の
一
種
と
解
釈
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

（
（（
（
長
部
経
典
第
三
三
経san

4gītisutta

に
も
対
応
箇
所
が
あ
り
、
仏
陀
が
身
体
の
苦
痛
を

感
じ
た
こ
と
は
阿
含
・
ニ
カ
ー
ヤ
に
共
通
す
る
。
ま
た
『
長
阿
含
経
』「
遊
行
経
」
に
も

同
様
の
記
述
が
あ
る
（
大
正
蔵
一
・
一
五
中
な
ど
（。「
衆
集
経
」
の
記
述
は
そ
の
注
釈

と
し
て
成
立
し
た
『
集
異
門
足
論
』
に
も
確
認
で
き
る
。

（
（（
（
仏
身
の
有
漏
・
無
漏
に
つ
い
て
は
拙
稿「
両
毘
婆
沙
論
に
お
け
る
大
衆
部
説
に
つ
い
て
」

（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
六
五
号
二
巻
（
に
つ
い
て
若
干
の
言
及
を
し
た
。

（
（（
（
中
村
前
掲
論
文
で
は
「
覚
者
ブ
ッ
ダ
に
さ
え
も
苦
痛
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
後

世
の
仏
教
徒
は
理
論
的
思
弁
に
よ
っ
て
確
認
す
る
に
至
っ
た
」（
七
〇
頁
（
と
述
べ
る
。

少
な
く
と
も
、
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
仏
身
の
苦
痛
は
、
経
蔵
や
論
蔵
に
説
か
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
記
述
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
う
え

で
『
大
毘
婆
沙
論
』
は
法
身
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
、
無
漏
な
る
仏
身
を
主
張
す
る

点
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
新
田
智
通
「
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
の

ブ
ッ
ダ
観
再
考
」（『
宗
教
研
究
』
七
九
巻
四
号
（
を
参
照
。

（
（（
（
大
正
蔵
二
七
・
三
九
二
中
。

（
（0
（『
根
本
説
一
切
有
部
薬
事
』
に
つ
い
て
は
八
尾
史
訳
注
『
根
本
説
一
切
有
部
薬
事
』（
連

合
出
版
、
二
〇
三
一
（
を
参
照
し
た
。

（
（（
（
正
確
に
は
、
薬
の
種
類
に
つ
い
て
①
正
午
ま
で
に
服
用
す
べ
き
も
の
②
夜
間
に
服
用

す
べ
き
も
の
③
一
週
間
以
内
に
服
用
す
べ
き
も
の
④
一
生
涯
服
用
す
べ
き
も
の
を
示
し

て
い
る
。

（
（（
（Sam

4yuttaN
ikāya （-（（-（ Sallattena

と
対
応
す
る
。

（
（（
（
浄
全
九
・
五
八
〇
下





八
五

　
　
　
　
王
日
休
と
王
氏
神
仙
伝
に
つ
い
て

一　

王
日
休
の
人
物
像

　

王
日
休
（
ワ
ン
リ
ー
シ
ー
・
オ
ウ
ニ
ッ
キ
ュ
ウ
（（
１
１
５
０
―
１
１
７
３
（
は
、

「
字
は
虚
中（
虗
中
（龍
舒
の
人
」
と
、
南
宋
の
慶
元
六
年
（
１
２
０
０
（
に
成
立
し

た
同
時
代
人
の
石
芝
宗
暁
（
１
１
５
１
―
１
２
１
４
（
の
『
楽
邦
文
類
』
巻
三
に
記

さ
れ
て
い
る

（
（
（

。
龍
舒
は
今
日
の
安
徽
省
舒
城
で
あ
り
、
彼
は
「
舒
の
人
」（
清
の
黄

宗
羲
撰
、
王
梓
材
補
遺
『
宋
元
学
案
補
遺
』
巻
四
（
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
彼
の
代

表
的
書
物
が
『
龍
舒
淨
土
文
』
で
あ
る
。
後
文
で
も
触
れ
る
が
同
名
異
人
の
王
日
休

は
、
同
じ
く
南
宋
初
期
の
人
で
「
字
は
作
徳
、
釣
台
の
人
」（
趙
希
弁
の
『
郡
斎
読

書
志
付
志
』
巻
上
、
刑
法
類

（
（
（

（
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
刑
法
類
に
引
く
『
養
賢
録
』
を

王
日
休
王
虚
中
と
す
る
説
な
ど
、
先
ず
訂
正
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

王
日
休
は
、
順
次
後
文
で
引
用
す
る
古
今
図
書
集
成
の
神
異
典
（
第
二
百
九
巻
居

士
部
列
伝
三
（・『
楽
邦
文
類
』・『
仏
祖
統
紀
』・『
廬
山
蓮
宗
宝
鑑
』
等
に
記
録
が
あ

る
。
そ
の
主
著
の
一
つ
『
龍
舒
淨
土
文
』
を
、
我
が
国
で
は
早
く
法
然
上
人
が
、

『
阿
弥
陀
経
』
二
十
一
文
字
の
脱
文
の
指
摘
に
逆
修
説
法
で
引
用
さ
れ
て
い
る

（
（
（

。
従

っ
て
王
日
休
王
虚
中
は
浄
土
教
研
究
者

（
（
（

の
中
で
は
知
ら
ぬ
人
の
無
い
有
名
な
人
物
で

あ
り
、
多
く
の
研
究
が
そ
の
方
面
の
研
究
者
か
ら
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　

然
し
な
が
ら
王
日
休
の
学
識
は
、
単
に
浄
土
教
更
に
は
仏
教
の
枠
内
に
収
ま
り
き

れ
な
い
幅
広
い
分
野
に
及
ぶ
複
雑
な
宗
教
思
想
家
で
あ
る
。
例
え
ば
『
龍
舒
淨
土

文
』
巻
一
「
浄
土
起
信
六
」
で
、
不
死
を
説
く
道
教
者
を
「
似
守
屍
鬼
」
と
呼
ぶ
一

方
で
、
有
名
な
唐
末
の
道
士
杜
光
庭
（
８
５
０
―
９
３
３
９
（
の
『
王
氏
神
仙
伝
』

と
言
う
仙
人
の
伝
記
に
、
王
日
休
が
更
に
三
十
人
の
仙
人
の
伝
記
を
加
え
て
書
い
て

い
る
。
こ
の
事
実
は
、
い
か
に
会
通
解
釈
す
べ
き
か
。
蓋
し
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

こ
の
事
を
見
て
も
解
る
様
に
、
そ
の
思
想
は
最
終
的
に
は
浄
土
教
に
収
斂
さ
れ
る
に

し
て
も
、
彼
の
学
問
の
領
域
の
広
さ
思
想
の
複
雑
さ
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
事
実
は
、
彼
を
良
く
知
る
諸
氏
の
批
評
の
言
葉
か
ら
も
十
二
分
に
汲
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

先
ず
は
、
王
日
休
の
主
著
『
龍
舒
淨
土
文
』
に
序
文
を
寄
せ
た
中
書
舎
人
張
孝
祥

は
、
紹
興
三
十
年
（
１
１
６
１
（
に
王
日
休
を
訪
問
し
た
こ
と
の
あ
る
人
物
で
あ
る

が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、

　
　

友
人
龍
舒
王
虚
中
、
端
静
簡
潔
、
博
通
群
書
、
訓
伝
六
経
諸
子
数
十
万
言

（
（
（

。

と
。
こ
の
文
中
の
「
端
静
簡
潔
」
の
四
字
は
、
雲
棲
沙
門
袾
宏
（
１
５
３
５
―
１
６

１
５
（
の
『
王
龍
舒
国
学
伝
』
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
雲
棲
沙
門
袾
宏
の
文

章
に
就
い
て
は
、
後
文
で
再
述
す
る
。
張
孝
祥
が
王
虚
中
に
対
し
て
「
訓
伝
」
の
二

文
字
を
用
い
て
い
る
の
は
、
彼
が
単
な
る
読
書
家
で
は
な
く
儒
教
の
六
経
や
老
・

王
日
休
と
王
氏
神
仙
伝
に
つ
い
て
（
前
半
）　

　
�

　

宮　

澤　

正　

順　



八
六

　
　
　
　
佛

　
教

　
文

　
化

　
研

　
究

荘
・
墨
家
な
ど
所
謂
諸
子
百
家
の
文
章
を
深
く
読
む
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
注

釈
・
注
解
を
加
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
然
も
そ
の
「
訓
伝
」
の
仕
方
は
、

後
輩
の
た
め
に
懇
切
丁
寧
で
あ
っ
た
こ
と
は
「
誨
誘
後
学
、
最
為
諄
切
」（『
宋
元
学

案
補
遺
』
巻
四
（
の
語
か
ら
充
分
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
王
日
休
よ
り
百
年
以

上
後
の
宋
の
咸
淳
五
年
（
１
２
６
９
（
に
成
立
し
た
志
盤
の
『
仏
祖
統
紀
』
巻
第
二

十
八
に
は
王
日
休
を
、

　
　

為
国
学
進
士
、
著
六
経
訓
伝
。

と
ま
で
称
賛
し
て
い
る
。
後
に
触
れ
る
様
に
彼
は
任
官
し
て
い
な
い
と
の
説
も
あ
る

が
、『
宋
史
』
芸
文
志
（
芸
文
一

（
（
（

（
に
は
王
虚
中
の
代
表
的
書
物
と
し
て
、「
王
日
休

龍
舒
易
解
一
巻
」
や
「
王
日
休
春
秋
孫
復
解
弁
失
一
巻
」「
春
秋
公
羊
弁
失
一
巻
」

「
春
秋
左
氏
弁
失
一
巻
」「
春
秋
穀
梁
弁
失
一
巻
」「
春
秋
名
義
一
巻
」
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
彼
が
春
秋
学
に
通
じ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
更
に
は
、
仏
教
関
係

書
と
し
て
は
「
王
日
休
金
剛
経
解
四
十
二
巻
」（
芸
文
四
（
が
あ
り
、
道
教
関
係
で

は
唐
代
の
道
士
杜
光
庭
纂
の
「
王
氏
神
仙
伝
四
巻
」
に
男
真
女
仙
人
五
十
五
人
の
伝

記
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
上
述
の
よ
う
に
王
日
休
が
そ
の
後
に
三
十
人
の
仙
人

の
伝
記
を
続
纂
し
た
こ
と
（『
郡
斎
読
書
志
』
巻
第
九
等

（
（
（

（
が
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。

　

更
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
紹
興
壬
午
（
１
１
６
２
（
閏
四
月
七
日
に
『
龍
舒
浄
土

文
』
の
巻
第
十
の
末
尾
に
跋
文
を
寄
せ
た
周
葵
は
、

龍
舒
王
虚
中
、
学
力
深
至
、
所
解
六
経
語
孟
荘
、
要
為
不
踏
襲
前
人
、
一
言
一

字
、
其
用
志
勤
。

と
言
う
。
六
経
は
、
古
く
は
詩
・
書
・
易
・
春
秋
・
礼
・
楽
を
言
う
が
、
楽
経
は
秦

漢
の
頃
に
亡
び
た
の
で
そ
の
後
は
易
・
詩
・
書
・
周
礼
・
礼
記
・
春
秋
が
当
て
ら
れ

た
。
語
・
孟
と
は
言
う
ま
で
も
無
く
『
論
語
』
と
『
孟
子
』
の
こ
と
で
あ
り
、
宋
の

淳
熙
（
１
１
７
４
―
１
１
８
９
（
中
に
朱
子
（
１
１
３
０
―
１
２
０
０
（
が
「
大

学
・
論
語
・
孟
子
・
中
庸
」
の
四
書
集
注
十
九
巻
を
撰
し
た
こ
と
は
有
名
な
こ
と
で

あ
る
。『
龍
舒
淨
土
文
』
に
は
『
孟
子
』
か
ら
の
引
用
が
目
立
つ
。

　

王
虚
中
が
上
掲
の
儒
教
の
枢
要
経
典
類
に
対
し
て
「
前
人
（
の
説
（
を
踏
襲
せ
ざ

る
」
立
場
か
ら
訓
伝
を
為
し
た
こ
と
は
、
彼
が
尊
敬
す
る
唐
代
の
善
導
大
師
の
「
古

今
楷
定
」
の
精
神
を
踏
襲
す
る
も
の
、
と
受
け
取
る
べ
き
重
要
な
事
柄
で
あ
る
。
旧

説
に
拘
ら
な
い
独
自
の
態
度
を
保
持
し
て
、
儒
教
・
仏
教
・
道
教
の
三
教
に
対
処
し

て
い
た
こ
と
を
、
こ
の
際
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

今
、
王
彼
得
等
編
の
『
宋
人
伝
記
資
料
索
引
』
を
見
る
と
、
上
掲
の
引
用
と
一
部

重
複
す
る
が
、

王
日
休
字
虚
中
、
龍
舒
人
。
誨
誘
後
学
、
最
為
諄
切
、
嘗
撰
易
解
・
春
秋
解
・

春
秋
名
義
・
養
賢
録
書
等
。

　
　
　
　

王
日
休
真
賛
（
周
文
忠
公
集
（

　
　
　
　

宋
元
学
案

と
記
さ
れ
て
い
る
。
右
の
引
用
文
の
中
に
あ
る
「
王
日
休
真
賛
」
は
、
四
庫
全
書

（
集
部
・
別
集
類
・
四
（
の
『
文
忠
集
』
巻
九
で
は
真
の
文
字
が
無
く
て
「
王
日
休

賛
」
と
な
っ
て
い
る
。
又
そ
の
前
の
引
用
文
の
中
に
あ
る
『
養
賢
録
』
に
つ
い
て
は
、

晁
公
武
の
『
郡
斎
読
書
志
付
志
』
の
刑
法
類
に
「
養
賢
録
二
十
二
巻
」
と
あ
り
、
更

に
、

　
　

右
王
日
休
所
編
也
…
日
休
字
作
徳
、
釣
台
人
也
。

と
述
べ
て
い
る
。
王
虚
中
と
同
名
の
王
日
休
で
は
あ
る
が
、
字
は
全
く
異
な
る
作
徳

で
あ
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
る
の
で
再
述
し
て
お
く
。
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次
に
『
周
文
忠
公
集
』
の
中
に
あ
る
賛
に
就
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

周
文
忠
公
と
は
、
周
必
大
（
１
１
２
６
―
１
２
０
４
（
字
は
子
充
又
は
洪
道
で
あ
る
。

文
忠
は
諡
号
で
あ
る
。
著
作
も
多
く
『
宋
史
』
三
九
一
巻
や
『
宋
元
学
案
』
巻
三
十

五
に
あ
る
劉
氏
の
門
人
の
一
人
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
同
じ
く
諡
号
を
文

忠
と
す
る
北
宋
の
欧
陽
脩
（
１
０
０
７
―
１
０
７
２
（
の
『
欧
陽
文
忠
公
全
集
』

（『
文
忠
公
全
集
』（
一
五
三
巻
付
録
五
巻
（
四
部
叢
刊
初
編
縮
本
、
一
九
三
―
八
は

全
集
の
全
の
一
字
を
欠
く
（
に
編
者
と
し
て
関
係
し
て
い
る
外
に
、『
文
忠
集
』（
四

庫
全
書
、
集
部
、
別
集
類
三
（
に
も
編
者
と
な
っ
て
い
る
。
扨
て
当
面
の
「
王
日
休

（
真
（
賛
」
は
、
四
庫
全
書
本
の
『
文
忠
集
』
巻
九
の
末
尾
の
方
に
載
せ
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
賛
に
は
、
従
来
不
明
と
さ
れ
て
い
た
享
年
も
明
確
に
八
十
九
歳
と
記
さ
れ

て
い
る
。
従
っ
て
生
年
も
、
北
宋
徽
宗
皇
帝
の
崇
寧
四
年
（
１
１
０
５
（
と
な
る
。

そ
の
賛
の
内
容
は
と
言
え
ば
、

龍
舒
王
日
休
字
虚
中
。
儒
釈
兼
通
、
嘗
為
六
経
語
孟
訓
解
、
至
数
十
万
言
。

尤
篤
信
浄
土
之
説
、
嘗
以
特
奏
名
入
官
、
棄
不
就
。
飄
然
訪
予
于
廬
陵
。
方

為
学
者
講
易
。
一
夕
厲
声
云
、
仏
来
仏
来
。
即
之
逝
矣
。
享
年
六
十
有
九
。

謝
君
承
宗
趙
君
公
言
。

好
事
者
持
其
像
、
示
予
乃
為
之
賛
。

皇
皇
然
而
無
求
、
惕
惕
然
而
無
憂
、
閑
頽
風
之
莫
救
、

衆
善
以
同
流
、
導

之
以
仁
義
之
原
、
誘
之
以
寂
滅
之
楽
、
世
知
其
有
作
而
莫
識
其
無
為
。
故
中

道
奄
然
而
示
人
以
覚
覚
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。

 

次
に
『
宋
元
学
案
補
遺
』
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。「
補
遺
」
は
黄
宗
羲
の

撰
を
全
祖
望
を
経
て
王
梓
材
の
増
補
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、

　
　
　
　

王
先
生
日
休

王
日
休
字
虚
中
、
舒
人
。
誨
誘
後
学
、
最
為
諄
切
。
嘗
撰
易
解
・
春
秋
解
・

春
秋
名
義
・
養
賢
録
。
模
楷
書
、
行
于
世
姓譜

。

　
　
　

附
録

葛
立
方
曰
、
虚
中
治
春
秋
学
、
為
四
伝
弁
失
左
氏
正
鑑
。
紹
興
初
、
嘗
抱
其

書
、
質
于
先
人
文
康
公
、
文
康
深
許
之
、
濡
削
遺
之
曰
、
遠
類
康
成
、
発
公

羊
之
墨
守
下
卑
、
元
凱
為
左
氏
之
忠
臣
。

梓
材
謹
案
、
宋
史
芸
文
志
載
、
先
生
春
秋
孫
復
解
弁
失
一
巻
・
又
春
秋
公

羊
弁
失
一
巻
・
春
秋
左
氏
弁
失
一
巻
・
春
秋
穀
梁
弁
失
一
巻
・
春
秋
名
義

一
巻
。
即
中
興
書
目
所
謂
春
秋
明
例
一
巻
・
孫
復
解
三
伝
・
弁
失
四
巻
也
。

其
曰
、
四
伝
弁
失
、
以
三
伝
并
孫
解
数
之
耳
。

と
あ
る
。
最
初
の
部
分
は
『
姓
譜
』
の
語
を
引
用
し
た
も
の
で
、
意
味
も
分
か
り
や

す
い
。
王
日
休
が
春
秋
の
学
に
秀
で
て
い
た
こ
と
を
知
る
。
唯
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て

い
る
『
養
賢
録
』
は
王
日
休
虚
中
の
書
物
で
は
な
く
て
、
同
名
に
し
て
字
作
徳
と
言

う
異
人
の
作
品
で
在
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　

王
日
休
に
つ
い
て
は
同
じ
く
『
郡
斎
読
書
志
』
の
『
読
書
付
記
』
巻
上
・
釈
書
類

に
は
、

　
　
　
　
　

浄
土
文
一
巻

右
王
日
休
所
編
、
歴
陽
張
孝
祥
為
之
序
。
日
休
字
王
虚
中
、
龍
舒
人
、
嘗

為
国
学
進
士
。

と
書
か
れ
て
い
る
。「
読
書
付
記
」
は
『
郡
斎
読
書
志
』
二
十
巻
の
後
に
宋
太
祖
九

世
の
孫
と
言
わ
れ
る
趙
希
弁
が
前
二
十
巻
未
収
の
書
籍
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、

其
処
に
「
一
巻
」
と
あ
る
の
は
、
如
何
に
解
す
べ
き
か
。
恐
ら
く
誰
し
も
十
一
巻
の

十
が
脱
落
し
た
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
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記
述
を
前
に
戻
し
て
『
宋
元
学
案
補
遺
』
に
就
い
て
は
、
先
ず
、
葛
立
方
を
取
り

上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
葛
立
方
（
？
―
１
１
６
４
（
は
、
字
常
之
・
号
は
帰
愚
老
人
、

丹
陽
の
人

（
（
（

。
紹
興
八
年
（
１
１
３
８
（
の
進
士
で
、
詞
に
通
じ
た
人
物
と
言
わ
れ
、

『
宋
史
』
巻
三
三
三
の
葛
宮
の
伝
記
の
末
尾
に
、
彼
の
孫
と
さ
れ
「
皆
以
学
業
至
侍

従
、
世
為
儒
学
」
と
簡
単
な
記
録
が
あ
る
。
更
に
四
庫
全
書
総
目
提
要
巻
一
九
五
、

集
部
四
八
、
詩
文
評
類
一
に
は
、
彼
の
「
韻
語
陽
秋
二
十
巻
」
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。

上
掲
の
『
宋
元
学
案
補
遺
』
は
、
葛
立
方
が
王
日
休
の
春
秋
学
を
讃
え
、
王
日
休
が

批
評
を
希
う
べ
く
自
作
を
先
人
文
康
公
に
差
し
出
し
て
褒
め
ら
れ
た
こ
と
な
ど
が
記

述
さ
れ
て
い
る
。
此
処
に
登
場
す
る
文
康
公
な
る
人
物
は
何
人
か
。
文
康
の
諡
号
を

持
つ
人
物
は
、
王
日
休
の
先
人
と
し
て
は
、
宋
の
仁
宗
（
１
０
４
１
―
１
０
６
２
（

頃
の
王
曙
（
？
―
１
０
３
４
（
あ
た
り
に
な
ろ
う
か
。
彼
に
就
い
て
は
、『
宋
史
』

巻
二
八
六
な
ど
に
そ
の
伝
記
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
王
曙
は
、
宋
、
河
南
の

人
、
字
は
晦
叔
で
諡
は
文
康
。
真
宗
の
咸
平
中
（
９
９
８
―
１
０
０
３
（
に
賢
良
方

正
科
に
挙
げ
ら
れ
て
、
仁
宗
の
景
祐
元
年
に
没
し
て
い
る
。『
宋
史
』
の
伝
に
「
喜

浮
図
法
、
斎
居
蔬
食
、
泊
如
也
。」
と
あ
る
。
同
様
の
表
現
は
、
上
述
の
四
庫
提
要
、

集
部
四
八
、
詩
文
評
類
一
所
収
の
『
韻
語
陽
秋
』
の
提
要
に
も
「
偏
重
釈
氏
、
…
欧

陽
修
夢
見
十
王
、
得
知
罪
福
、
後
亦
信
仏
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
、

王
日
休
と
の
関
係
上
見
過
ご
せ
な
い
記
述
で
あ
る
。
こ
の
前
提
に
立
っ
て
再
び
葛
立

方
の
発
言
を
見
る
と
、
王
日
休
に
対
し
て
文
康
公
が
、　　
　
　
　

遠
類
康
成
発
公
羊
之
墨
守
下
卑
、
元
凱
為
左
氏
之
忠
臣
。

と
述
べ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
康
成
と
は
、
有
名
な
鄭
玄
の
こ
と
で
、『
後
漢
書
』

巻
三
五
の
張
曹
鄭
列
伝
第
二
五
に
、

鄭
玄
字
康
成
、
北
海
高
密
人
也
。
…
遂
隠
修
経
業
、
杜
門
不
出
。
時
任
城
何
休

好
「
公
羊
」
学
、
遂
著
「
公
羊
墨
守
」、「
左
氏
膏
肓
」、「
穀
梁
廃
疾
」、（
鄭
（

玄
乃
発
「
墨
守
」、
鍼
「
膏
肓
」、
起
「
廃
疾
」。

と
書
か
れ
て
い
る
の
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。　

　

下
卑
・
元
凱
の
語
句
に
関
し
て
解
説
を
加
え
る
な
ら
ば
、
下
卑
は
下
婢
で
あ
る
。

「
康
成
の
婢
」
の
故
事
と
し
て
有
名
な
こ
と
で
あ
る
。
後
漢
の
大
学
者
鄭
玄
（
１
２

７
―
２
０
０
（
の
家
で
は
奴
婢
も
皆
書
物
が
読
め
た
と
言
う
故
事
で
、
康
成
の
婢
の

話
は
六
朝
宋
の
劉
義
慶
（
４
０
３
―
４
４
４
（
の
『
世
説
新
語
』（
文
学
第
四
（
に

見
え
る
。
元
凱
に
就
い
て
は
、
晋
の
杜
預
字
元
凱
（
２
２
２
―
２
８
４
（
の
こ
と
で

あ
る
。
か
れ
は
、
武
帝
に
癖
を
聞
か
れ
て
「
臣
有
（
春
秋
（
左
伝
癖
」（『
晋
書
』
巻

三
四
（
と
対
え
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
話
は
『
語
林
』
の
外
、
五
代
の
後
晋

の
李
翰
（
生
没
年
不
詳
（
の
『
蒙
求
』
に
は
「
元
凱
伝
癖
」
と
し
て
有
名
に
な
っ
て

い
る
。『
宋
元
学
案
補
遺
』
の
末
尾
の
（
王
（
梓
材
の
案
語
は
、
特
別
に
説
明
す
る

必
要
は
な
い
。

　

本
章
の
最
後
に
、
従
来
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
様
に
思
わ
れ
る
指
摘
が
あ
っ
た
事
を

紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
は
、
南
宋
の
光
宗
頃
（
１
１
９
２
前
後
（
の
人
物
費

袞
の
『
梁
谿
漫
志
』
に
王
日
休
が
答
案
の
書
き
方
を
誤
っ
て
、
合
格
で
き
ず
任
官
の

道
が
閉
ざ
さ
れ
た
、
と
記
述
さ
れ
て
い
る
一
件
に
就
い
て
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
を
さ

れ
た
金
文
京
は
、

『
梁
谿
漫
志
』
が
答
案
の
書
き
方
を
誤
っ
た
た
め
不
合
格
と
な
り
仕
官
で
き
な

か
っ
た
と
す
る
の
に
対
し
て
、『
文
忠
集
』
で
は
「
特
奏
名
を
も
っ
て
官
に
入

る
も
、
棄
て
て
就
か
ず
」
と
、
合
格
し
た
に
も
か
か
わ
わ
ら
ず
官
職
を
棄
て
た

と
述
べ
、
両
者
の
言
う
と
こ
ろ
は
異
な
っ
て
い
る
。
周
必
大
（
１
１
２
６
―
１

２
０
４
（
は
右
の
「
王
日
休
賛
」
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
王
日
休
と
直
接
の
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王
日
休
と
王
氏
神
仙
伝
に
つ
い
て

交
際
が
あ
っ
た
が
、『
梁
谿
漫
志
』
の
記
事
は
陳
応
行
な
る
人
物
か
ら
の
伝
聞

に
基
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
周
大
必
の
記
述
の
方
が
信
用
が
置
け
る
よ
う

に
も
思
え
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ら
周
必
大
が
直
接
の
知
人
で
あ
る
王
日
休
の
名

誉
の
た
め
に
筆
を
曲
げ
、
伝
聞
に
よ
る
『
梁
谿
漫
志
』
の
方
が
か
え
っ
て
真
相

を
伝
え
て
い
る
と
考
え
た
い
。
…
（
王
日
休
が
た
び
た
び
科
挙
に
躓
い
た
の
は

彼
の
仏
教
信
仰
が
災
い
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
（

と
述
べ
て
い
る

（
（
（

。
こ
の
様
に
考
え
ら
れ
る
と
す
る
と
、
王
日
休
の
従
来
の
伝
記
に
関

す
る
研
究
は
書
き
換
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
く
る
。
こ
の
様
な
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
以
て
し
て
も
、
王
日
休
の
研
究
は
未
だ
途
上
に
あ
る
こ
と
が
、
思
い
知
ら

さ
れ
る
。

　

本
論
は
『
梁
谿
漫
録
』
の
研
究
論
文
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
詳
細
は
避
け
て
概
略

だ
け
を
記
し
て
お
く
。『
梁
谿
漫
録
』
十
巻
の
撰
者
は
、
宋
の
無
錫
の
人
で
あ
る
費

袞
（
衮
（
字
補
之
で
あ
る
。
彼
は
南
宋
の
光
宗
・
寧
宗
の
前
後
（
１
１
９
２
頃
（
の

人
で
あ
る
。
そ
の
書
に
就
い
て
は
「
旧
典
遺
文
、
往
往
而
在
」
と
か
「
旧
典
遺
文
、

頗
多
可
採
」
と
か
「
小
小
疵
累
、
亦
時
有
之
、
然
其
可
採
者
最
多
、
不
以
一
二
小
節

掩
也
。」
な
ど
と
称
さ
れ
て
い
る

（
（1
（

。
欽
定
四
庫
全
書
、
子
部
十
・
雑
家
類
三
で
は

「
谿
」
の
文
字
を
用
い
、
そ
の
他
の
多
く
の
テ
」
キ
ス
ト
は
「
渓
」
の
字
で
あ
る
。

二
〇
一
二
年
版
歴
代
筆
記
小
説
大
観
の
李
保
民
・
金
圓
校
点
の
『
梁
渓
漫
志
』
の
説

明
に
は
、
主
要
な
版
本
と
し
て
稽
古
堂
叢
刻
本
、
四
庫
全
書
本
、
知
不
足
斎
叢
本
、

学
海
類
編
本
、
常
州
先
哲
遺
書
本
、
夏
敬
観
校
涵
芬
楼
本
を
挙
げ
て
い
る
。
然
し
、

歴
代
筆
記
小
説
集
成
（
河
北
教
育
出
版
社
（
の
宋
筆
記
小
説
の
十
八
冊
の
中
に
も
入

っ
て
い
る
。
そ
の
他
に
十
巻
本
に
入
っ
て
い
る
編
や
入
っ
て
い
な
い
編
な
ど
、
数
編

ず
つ
を
収
め
た
も
の
に
説
郛
三
種
一
百
巻
の
巻
二
や
呉
曽
棋
編
旧
小
説
（
十
二
・
丁

集
三
・
宋
（
や
王
道
栄
五
朝
小
説
大
観
（
第
三
冊
、
宋
人
百
家
（
な
ど
が
あ
る
。
但

し
王
日
休
に
関
す
る
全
文
章
は
十
巻
本
だ
け
に
あ
る
。『
梁
渓
漫
志
』
自
体
の
研
究

も
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
が
そ
れ
は
後
日
の
楽
し
み
と
し
て
、
今
は
そ
の
、
王
日
休
に

関
す
る
文
章
を
四
庫
全
書
本
を
中
心
に
次
に
示
す
。

王
虚
中
名
日
休
、
龍
舒
人
。
早
為
太
学
諸
生
、
伝
注
経
子
数
十
万
言
。
然
不
利

於
場
屋
、
晩
以
特
奏
名
廷
試
、
不
用
条
対
式
、
但
如
科
挙
答
策
、
坐
是
竟
不
得

官
。
独
好
仏
、
著
浄
土
文
、
直
指
西
方
浄
土
、
慧
辯
了
然
、
観
者
起
敬
。
或
自

立
、
或
勧
人
裒
金
、
走
建
安
、
刊
浄
土
文
、
板
踰
二
十
二
副
、
願
力
洪
深
。
修

行
尤
精
苦
、
諷
誦
礼
拝
、
夜
以
継
昼
。
館
於
廬
陵
某
通
守
家
、
一
日
、
謁
通
守

謂
之
曰
某
去
矣
、
以
後
事
累
公
。
通
守
愕
然
。
虚
中
乃
著
白
衫
詣
仏
堂
、
合
掌

念
仏
、
頃
之
、
立
化
於
植
木
矣
。
傾
城
縦
観
、
累
日
不
能
遏
。
通
守
亦
明
眼
人
、

乃
命
具
棺
、
指
虚
中
謂
人
曰
、
先
生
平
生
時
照
了
諸
妄
、
坐
臥
自
如
、
今
請
先

生
臥
。
即
挙
而
入
棺
。
予
旧
見
建
安
陳
応
行
李
陸
道
。
此
後
訪
南
北
山
雲
游
諸

僧
、
欲
問
其
歳
月
并
通
守
姓
名
、
漫
無
知
者
、
記
其
大
略
如
此

（
（（
（

。　

　

右
の
文
章
は
、
諸
文
献
の
間
で
表
現
上
若
干
の
異
同
が
有
る
が
、
内
容
的
に
は
大

き
く
異
な
る
処
は
な
い
。

二　

龍
舒
淨
土
文
の
テ
キ
ス
ト

　

古
い
テ
キ
ス
ト
に
就
い
て
は
巻
第
十
一
の
跋
に
「
一
万
帙
」
と
か
「
廬
陵
刻
本
」

な
ど
と
あ
る
が
、
此
処
で
は
次
の
三
種
を
採
り
上
げ
る
。
第
一
は
、
浄
土
宗
全
書
第

六
巻
の
『
重
刊
龍
舒
淨
土
文
』
で
あ
る
。
明
治
四
二
年
の
浄
土
宗
全
書
初
版
の
第
六

巻
附
言
の
稿
本
の
説
明
で
は
、
当
稿
本
は
宗
教
大
学
（
現
大
正
大
学
（
所
蔵
明
暦
版

と
言
う
。
こ
れ
と
殆
ど
同
じ
テ
キ
ス
ト
が
、
大
正
大
蔵
経
巻
四
七
に
在
る
が
「
龍
舒
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佛

　
教

　
文

　
化

　
研

　
究

直
音
」
を
欠
く
。
此
処
で
は
浄
土
宗
全
書
本
で
説
明
す
る
。
そ
の
「
目
録
」
に
は

『
龍
舒
淨
土
文
』
の
第
一
巻
か
ら
第
十
一
巻
ま
で
の
篇
名
な
ど
の
目
次
が
あ
る
。
第

十
二
巻
の
「
目
録
」
に
は
、「
第
十
二
巻　

附
録
」
の
一
行
が
あ
り
、
改
行
し
て
、

　

獅
子
峰
如
如
顔
丙
勧
修
淨
行
文
（
身
為
苦
本
覚
悟
早
修
（

　

慈
照
宗
主
臨
終
三
疑

　

善
導
和
尚
臨
終
往
生
正
念
文

　

慈
雲
懺
主
晨
朝
十
念
法

　

讃
仏
偈
并
回
向
発
願
文
共
四
篇

　

超
脱
輪
廻
捷
径

　

念
仏
報
応
因
縁

　

晋
勧
修
持

　

口
業
勧
戒

と
な
っ
て
い
る
。
然
し
本
文
の
中
で
は
、
十
二
巻
は
「
回
向
発
願
文
共
四
篇
」
ま
で

で
「
龍
舒
淨
土
文
巻
第
十
二
終
」
と
な
り
、
そ
の
後
に
「
晋
勧
修
持
」「
口
業
勧
戒
」

「
超
脱
輪
廻
捷
径
」「
念
仏
報
応
因
縁
」
が
つ
い
て
い
る
。

　

扨
「
目
録
」
が
終
わ
る
と
「
浄
土
文
賛
序
」
即
ち
本
書
の
刊
行
に
対
す
る
賛
と
序

が
続
く
。
そ
の
賛
は
「
丞
相
周
益
公
賛
」
と
「
晋
軒
李
居
士
賛
」
の
二
篇
で
あ
る
。

次
の
「
龍
舒
淨
土
文
序
」
は
延
祐
三
年
丙
辰
（
１
３
１
６
（
の
古
寿
呂
師
説
と
紹
興

辛
巳
（
１
１
６
１
（
に
王
日
休
の
処
に
立
ち
寄
っ
た
張
孝
祥
と
呂
元
益
の
三
篇
が
在

り
、
成
化
十
七
年
辛
丑
（
１
４
８
１
（
の
渓
秋
月
の
「
重
刊
龍
舒
淨
土
文
序
」
で
賛

序
が
終
わ
る
。

　

次
か
ら
本
文
に
入
り
、
そ
の
標
題
が
「
龍
舒
増
広
浄
土
文
巻
第
一
」（
国
学
進

士

王

日
休
譔
（
と
な
る
。
因
み
に
こ
の
標
題
は
巻
第
十
ま
で
は
同
じ
で
、
巻
第

十
一
・
巻
第
十
二
に
は
な
い
。
巻
第
一
の
内
容
は
、「
淨
土
起
信
九
篇
」
で
「
信
一
」

か
ら
「
信
九
」
ま
で
続
き
、
そ
の
後
に
「
阿
弥
陀
経
脱
文
」
が
在
り
、
有
名
な
石
刻

文
二
十
一
字
が
記
さ
れ
る
。
最
後
は
「
備
説
」
で
梵
語
の
阿
弥
陀
の
説
明
で
終
わ
る
。

　

次
の
巻
第
二
は
短
い
前
書
き
に
続
き
「
淨
土
総
要
」
が
一
か
ら
七
ま
で
続
く
。

　

次
の
巻
第
三
は
短
い
前
書
き
に
続
き
「
晋
勧
修
持
」
が
一
か
ら
九
ま
で
続
く
。

　

次
の
巻
第
四
は
短
い
前
書
き
に
続
き
「
修
持
法
門
」
が
一
か
ら
三
に
続
く
。
次
に

「
大
菩
薩
修
行
兼
修
浄
土
法
門
四
」
で
其
処
に
「
又
祝
云
」
の
文
が
四
条
あ
り
、
続

い
て
「
大
菩
薩
修
淨
土
法
門
五
」
に
「
又
祝
云
」
の
文
が
四
条
あ
り
、
更
に
「
修
持

法
門
」
六
か
ら
十
五
ま
で
続
き
、
そ
の
後
に
「
食
肉
説
」「
観
音
坐
相
説
」
が
続
い

て
終
わ
る
。

　

巻
第
五
は
前
書
き
の
後
に
、「
東
晋
遠
法
師
」「
東
晋
劉
遺
民

（
（1
（

」「
東
晋
闕
公
則
」

「
晋
翰
林
学
士
張
抗
」「
宋
江
陵
僧
曇
鑑
」「
南
齊
楊
都
僧
慧
進
」「
後
魏
壁
谷
僧
曇

鸞
」「
隋
開
覚
寺
僧
道
喩
」「
唐
京
師
僧
善
導
」「
唐
台
州
僧
懐
玉
」「
唐
汾
州
僧
啓
芳

圓
果
」「
唐
真
州
僧
自
覚
」「
唐
睦
州
僧
少
康
」「
唐
幷
州
僧
惟
岸
」「
唐
長
安
尼
浄

真
」「
唐
房
翥
」「
唐
長
安
李
知
遙
」「
唐
上
党
姚
婆
」「
唐
幷
州
温
静
文
妻
」「
唐
張

鍾
馗
」「
唐
張
善
和
」「
後
晋
鳳
僧
翔
志
通
」「
国
初
永
明
壽
禅
師
」「
宋
明
州
僧
可

久
」「
宋
会
稽
金
大
公
」「
宋
潭
州
黄
打
鉄
」「
宋
臨
安
府
仁
和
呉

」「
宋
荊
王
夫

人
」「
宋
観
音
県
君
」「
宋
馮
氏
夫
人
」

と
あ
っ
て
終
わ
る
。

　

巻
第
六
は
、「
勧
士
人
」
の
よ
う
な
「
勧
誰
々
」
の
形
式
で
高
卑
様
々
な
階
級
や

職
業
の
人
々
の
心
に
寄
せ
て
仏
の
教
え
を
説
く
の
で
あ
る
。

　

巻
第
七
は
、
導
入
の
文
に
参
禅
者
等
の
浄
土
を
信
仰
せ
ぬ
人
々
へ
の
教
え
と
し
て
、

こ
の
巻
き
を
「
指
迷
帰
要
と
名
づ
く
」
と
述
べ
て
い
る
。



九
一

　
　
　
　
王
日
休
と
王
氏
神
仙
伝
に
つ
い
て

　

巻
第
八
は
、
極
楽
浄
土
の
信
仰
に
関
し
て
の
「
現
世
感
応
」
を
叙
す
る
巻
で
あ
る
。

　

巻
第
九
は
、
仏
様
の
深
旨
を
段
々
に
理
解
さ
せ
る
「
助
修
上
品
」
の
巻
で
あ
る
。

　

巻
第
十
は
、
難
し
い
仏
理
の
空
談
に
耽
り
「
不
修
浄
土
之
業
」
の
者
等
へ
の
説
得

の
巻
で
あ
る
。

　

巻
第
十
一
は
、（
前
第
十
巻
の
後
に
付
け
ら
れ
た
三
名
の
跋
を
置
き
（
後
の
章
で

触
れ
る
参
禅
者
宗
賾
禅
師
の
外
六
人
の
記
録
が
あ
る
。

　

巻
第
十
二
は
、
本
章
の
冒
頭
で
既
に
述
べ
て
あ
る
の
で
省
略
す
る
。

　

次
に
、
三
種
の
テ
キ
ス
ト
の
第
二
は
、
大
正
大
蔵
経
巻
四
九
の
二
五
一
頁
に
収
録

さ
れ
た
『
龍
舒
（
増
広
（
淨
土
文
』
で
あ
る
。
浄
土
宗
全
書
本
と
異
な
り
、
賛
序
の

初
め
の
二
つ
の
賛
が
序
の
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
重
刊
龍
舒
淨
土
文
目

録
」
と
な
り
、
こ
れ
も
浄
土
宗
全
書
で
は
開
巻
の
ト
ッ
プ
に
在
る
の
と
異
な
る
。
そ

の
後
本
文
に
入
り
巻
第
九
ま
で
は
同
一
で
あ
る
。
巻
第
十
は
、
浄
土
宗
全
書
で
は
目

録
で
は
巻
第
十
に
入
っ
て
い
た
三
つ
の
跋
文
が
巻
第
十
が
終
わ
っ
た
後
に
置
か
れ
て

い
た
が
大
正
大
蔵
経
本
は
目
録
通
り
に
な
っ
て
い
る
。
巻
第
十
二
で
も
同
様
な
異
同

が
み
ら
れ
る
。
但
し
大
正
大
蔵
経
本
に
は
最
後
の
「
直
音
」
が
欠
け
て
い
る
。

　

最
後
に
第
三
の
テ
キ
ス
ト
を
紹
介
し
た
い
。
こ
の
書
物
は
筆
者
所
有
の
唐
本
『
龍

舒
淨
土
文
』
で
あ
る
。
丙
寅
九
月
の
識
語
が
あ
る
。
此
は
恐
ら
く
一
九
二
六
年
九
月

の
こ
と
で
、
こ
の
年
に
上
海
で
聶
其
杰
な
る
人
物
の
手
で
出
版
さ
れ
た
も
の
と
推
察

さ
れ
る
。
そ
の
他
の
刊
本
に
つ
い
て
は
、
後
日
検
討
し
た
い
。

　

本
書
は
、
開
巻
冒
頭
に
「
阿
弥
陀
如
来
相
」
と
書
か
れ
て
い
る
坐
像
の
写
真
が
あ

る
。
次
に
羅
什
訳
「
仏
説
阿
弥
陀
経
」
と
「
抜
一
切
業
障
根
本
得
生
浄
土
陀
羅
尼
」

が
続
く
。
次
の
丁
に
は
「
像
賛
」
と
題
し
「
龍
舒
王
居
士
立
化
相
」
と
し
て
身
長
十

五
セ
ン
チ
の
王
日
休
の
立
ち
姿
が
入
っ
て
い
る
。
珍
し
い
図
で
あ
り
、
後
章
で
再
述

す
る
。
そ
の
肖
像
画
の
裏
に
「
丞
相
周
益
公
賛
」
と
「
晋
軒
李
居
士
賛
」
が
く
る
。

次
の
丁
に
は
雲
棲
沙
門
袾
宏
の
「
王
龍
舒
国
学
伝
」
と
同
人
の
「
題
辞
」
が
続
く
。

次
丁
は
、
知
帰
子
彭
際
清
譔
す
る
「
王
虚
中
伝
節
録
」
で
あ
る
。
次
丁
か
ら
は
古
寿

呂
師
説
と
張
孝
祥
の
「
龍
舒
淨
土
文
序
」
と
な
る
。
こ
の
二
篇
が
終
わ
り
次
の
丁
に

入
る
と
「
重
刊
龍
舒
淨
土
文
目
録
」
と
な
る
。
全
て
十
一
巻
で
終
わ
る
の
で
あ
る
が
、

最
後
の
十
一
巻
の
内
容
が
浄
土
宗
全
書
本
と
も
大
正
大
蔵
経
本
と
も
異
な
る
の
で
、

次
に
示
す
と
、

　

天
台
智
者
大
師
勧
修
行
人
専
修
浄
土

　

真
州
長
蘆
賾
禅
師
勧
参
禅
人
兼
修
浄
土

　

杭
州
永
明
寿
禅
師
戒
無
証
悟
人
勿
軽
浄
土

　

丞
相
鄭
清
之
勧
修
浄
土
（
こ
の
後
が
他
書
と
異
な
っ
て
い
る
（

　

慈
照
宗
主
臨
終
三
疑

　

善
導
和
尚
臨
終
往
生
正
念
文

　

慈
雲
懺
主
晨
朝
十
念
法

　

超
脱
輪
廻
捷
径

　

晋
勧
修
持

　

念
仏
報
応
因
縁

　

附
通
行
念
仏
日
課
法

と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
、
浄
土
宗
全
書
本
と
大
正
大
蔵
経
本
の
巻
第
十
一
と
巻
第

十
二
の
文
章
が
入
り
交
じ
っ
て
い
る
。
天
台
智
者
大
師
の
文
章
で
は
前
両
書
が
書
き

出
し
が
「
設
文
曰
」
と
な
っ
て
い
て
、
後
文
で
は
「
設
問
曰
」
で
あ
る
が
、
第
三
の

本
書
は
一
貫
し
て
「
設
問
曰
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
こ
の
方
が
正
し
い
、
と
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
の
程
度
の
文
字
の
異
同
で
、
内
容
上
の
違
い
は
な
い
。
但
し
大
き
く
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異
な
る
処
は
、
天
台
智
者
大
師
の
文
章
と
長
蘆
賾
禅
師
の
文
章
と
永
明
壽
禅
師
の
文

章
と
が
続
い
た
そ
の
最
後
に
付
け
足
し
た
短
い
コ
メ
ン
ト
に
あ
る
。
第
三
の
本
書
で

そ
れ
は
、

右
賾
禅
師
語
、
見
禅
師
勧
化
集
中
。
智
者
大
師
及
壽
禅
師
語
、
見
宋
朝
王
敏
仲

侍
郎
直
指
淨
土
決
疑
集
中
。

と
だ
け
の
記
述
で
あ
る
。
然
る
に
第
一
・
第
二
の
両
書
は
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
に
続
け

て
王
敏
仲
に
就
い
て
、
彼
と
関
わ
る
神
仙
や
鐘
離
真
人
や
北
宋
を
代
表
す
る
道
士
陳　

摶
（
希
夷
（
の
こ
と
や
、
彼
が
神
仙
骨
の
人
で
あ
る
と
か
、
道
教
と
深
い
関
係
が
あ

っ
た
事
に
就
い
て
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
実
は
こ
れ
が
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の

様
に
道
教
に
深
く
関
わ
る
人
物
が
そ
の
上
に
『
直
指
浄
土
決
疑
集
』
を
書
い
て
い
る

こ
と
を
以
て
、
西
方
浄
土
こ
そ
最
後
に
心
を
寄
せ
る
べ
き
処
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
、
と
言
う
。
則
ち
最
後
に
、

見
宋
朝
王
敏
仲
侍
郎
、
直
指
浄
土
决
疑
集
中
、
名
古
在
搢
紳
間
、
為
神
仙
所
知

…
可
見
侍
郎
為
非
凡
。
且
益
知
西
方
浄
土
所
宜
帰
心
也
。

と
締
め
く
く
る
。
此
れ
こ
そ
浄
土
教
者
で
在
り
な
が
ら
「
王
氏
神
仙
伝
」
を
再
編
し

て
い
る
王
日
休
自
身
の
立
場
の
説
明
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
柄
は
、
本
論
考
に

お
け
る
重
要
な
指
摘
で
あ
る
の
で
、
後
の
『
王
氏
神
仙
伝
』
の
章
で
詳
述
す
る
。

三　

龍
舒
王
居
士
立
化
相
に
つ
い
て

　

前
章
で
第
三
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
示
し
た
書
に
「
龍
舒
王
居
士
立
化
相
」
と
し
て
、

王
日
休
の
立
ち
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
王
日
休
に
接
す
る
有
難
い
思

い
で
、
そ
の
姿
を
上
海
版
か
ら
示
し
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
版
権
問
題
に
疎
い

の
で
残
念
乍
ら
割
愛
す
る
こ
と
と
し
た
。
因
み
に
、
巻
第
十
一
の
「
廬
陵
李
氏
夢

記
」
に
出
る
画
像
も
、
此
れ
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
想
像
さ
れ
る
。

　

王
日
休
虚
中
の
立
ち
姿
は
、
頭
巾
を
か
ぶ
り
数
珠
を
繰
る
誠
に
親
し
み
や
す
い
人

柄
に
見
え
る
。
そ
の
立
化
相
を
諸
文
献
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
そ
の
最
も

古
い
文
献
と
し
て
は
、
王
日
休
の
没
年
で
あ
る
南
宋
の
孝
宗
の
乾
道
癸
巳
（
１
１
７

３
（
に
王
日
休
の
入
寂
の
時
の
夢
を
見
た
廬
陵
李
彦
弼
の
『
廬
陵
李
氏
夢
記
』
が
あ

る
（
（1
（

。
こ
の
夢
記
の
出
現
の
経
緯
を
金
文
京
は

（
（1
（

、

王
日
休
が
そ
の
死
に
際
し
て
立
化
、
す
な
わ
ち
立
っ
た
ま
ま
示
寂
す
る
と
い
う

奇
瑞
を
示
し
た
時
、
廬
陵
で
は
「
傾
城
縦
観
し
て
累
日
遏
む
る
こ
と
あ
た
わ

ず
」
と
い
う
騒
ぎ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
は
さ
ら
に
出
版
な
ど
の

方
法
に
よ
っ
て
広
く
喧
伝
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
廬
陵
の
李
彦
弼
は
、
王

日
休
が
死
ん
だ
年
の
四
月
に
病
の
床
で
夢
に
王
日
休
の
姿
を
見
、
そ
の
勧
め
に

よ
っ
て
白
粥
を
食
べ
て
全
快
し
た
。
こ
れ
を
記
念
し
て
李
彦
弼
は
、「
謹
刻
公

像
、
幷
著
感
応
事
跡
、
用
広
其
伝
」、
つ
ま
り
王
日
休
の
肖
像
と
立
化
の
奇
跡

を
書
い
た
も
の
を
刊
刻
し
て
多
く
の
人
に
配
っ
た
。
こ
れ
が
「
廬
陵
李
氏
夢

記
」
で
あ
り
…
お
そ
ら
く
は
李
彦
弼
自
身
の
手
に
な
る
賛
で
あ
る
「
晋
軒
李
居

士
賛
」
を
附
載
し
た
。
つ
い
で
そ
の
五
年
後
の
淳
熙
四
年
（
１
１
７
６
（、
旴

江
（
吉
州
の
西
の
建
昌
軍
南
城
、
現
在
の
江
西
省
南
城
市
（
の
聶
允
迪
は
、
た

ま
た
ま
そ
の
兄
が
持
ち
帰
っ
た
廬
陵
の
刻
本
を
さ
ら
に
広
め
る
た
め
石
に
刻
み
、

そ
れ
を
城
北
の
報
恩
寺
阿
弥
殿
に
安
置
し
、
合
わ
せ
て
「
龍
舒
淨
土
文
」
を
再

刊
し
た
。
立
化
の
事
実
の
こ
の
よ
う
な
広
ま
り
が
、「
龍
舒
淨
土
文
」
の
名
を

さ
ら
に
高
か
ら
し
め
た
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
て
い
る
。

　
「
廬
陵
李
氏
夢
記
」
と
「
旴
江
聶
允
迪
跋
」
は
、
浄
土
宗
全
書
本
も
大
正
大
蔵
経
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つ
い
て

本
も
巻
第
十
一
巻
の
終
わ
り
の
部
分
に
あ
り
、
第
三
の
テ
キ
ス
ト
で
は
巻
第
十
の
最

後
に
載
せ
る
。
上
記
の
三
本
共
に
、「
夢
記
」
は
王
日
休
が
死
に
当
た
っ
て
「
云
仏

来
接
我
、
言
訖
立
化
」
と
記
し
、「
跋
」
で
は
「
遂
立
化
於
廬
陵
郡
」
と
記
述
し
て

い
る
。
こ
の
「
立
化
」
は
、「
坐
化
」（
巻
第
八
陳
企
の
項
参
照
（
に
対
す
る
語
で
あ

る
。
訓
読
し
た
場
合
「
た
ち
ど
こ
ろ
に
化
す
。」
で
は
な
く
「
立
ち
な
が
ら
化
す
。」

と
訓
ん
ず
べ
き
で
あ
る
。

　

第
一
章
で
示
し
た
周
文
忠
公
こ
と
周
必
大
の
関
係
す
る
欧
陽
脩
の
『
文
忠
集
』
の

「
王
日
休
賛
」
に
は
、
王
日
休
の
最
期
に
就
い
て
は
唯
「
云
、
仏
来
仏
来
。
即
之
逝

矣
。」
と
だ
け
し
か
述
べ
て
い
な
い
。
な
ん
と
あ
れ
程
有
名
な
立
化
相
に
一
言
半
句

も
触
れ
て
い
な
い
事
は
、
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。『
龍
舒
淨
土
文
』
に
寄
せ

ら
れ
た
「
周
益
公
賛
」
や
「
晋
軒
李
居
士
賛
」
な
ど
の
賛
序
に
も
、『
龍
舒
淨
土
文
』

の
出
版
へ
の
賛
序
だ
か
ら
か
も
知
れ
な
い
が
、
非
常
に
喧
伝
さ
れ
る
立
化
相
に
全
く

触
れ
な
い
の
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
上
記
の
「
夢
記
」
に
遅
れ
る
こ
と
二
十

七
年
後
の
南
宋
慶
元
六
年
（
１
２
０
０
（
の
宗
暁
の
『
楽
邦
文
類
』
巻
第
十
三
の

「
王
虚
中
伝
」
に
は
、

　
　

言
仏
来
接
我
、
屹
然
立
化

（
（1
（

。

と
だ
け
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
後
世
喧
伝
さ
れ
る
ほ
ど
の
立
化
に
就
い
て
の
特
別

な
記
述
は
無
い
。
但
し
此
処
に
は
従
来
の
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
「
屹
然
」（
高
く

峙
つ
（
の
語
が
あ
り
、
周
・
李
に
は
な
い
意
味
を
加
え
て
立
ち
姿
を
暗
示
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
此
処
に
伝
記
の
上
で
の
新
し
い
展
開
が
見
出
さ
れ
る
。

　

次
に
宋
の
咸
淳
五
年
（
１
２
６
９
（
成
立
の
志
盤
の
『
仏
祖
統
紀
』
巻
第
二
十
八

の
王
日
休
の
記
述
を
見
て
も
、「
屹
然
立
化
」
と
だ
け
あ
っ
て
特
に
立
ち
姿
を
強
調

す
る
表
現
は
見
え
な
い
。
元
の
大
徳
九
年
（
１
３
０
５
（
に
普
度
が
編
纂
し
た
『
廬

山
蓮
宗
宝
鑑
』
巻
第
四
の
「
龍
舒
居
士
王
虚
中
」
の
文
章
に
も
「
屹
然
立
化
」
の
四

文
字
だ
け
が
あ
る

（
（1
（

。

　

然
し
上
掲
の
南
宋
光
宗
の
紹
熙
年
間
（
１
１
９
０
―
１
１
９
４
（
頃
の
書
費
袞
の

『
梁
谿
漫
録
』
巻
十
の
王
虚
中
に
就
い
て
の
記
述
に
は
、

詣
仏
堂
、
合
掌
念
仏
、
頃
之
立
化
於
植
木
矣
。
傾
城
縦
観
、
累
日
不
能
遏
。
通

守
亦
明
眼
人
、
乃
命
具
棺
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
更
に
、
雲
棲
沙
門
袾
宏
（
１
５
３
５
―
１
６
１
５
（
譔
の
『
王

龍
舒
国
学
伝
』（
第
三
の
テ
キ
ス
ト
所
載
（
に
は
、

　
　

唱
言
仏
来
迎
我
、
屹
然
立
化
、
如
植
木
矣
。

と
、「
屹
然
」
と
「
植
木
」
の
両
方
の
語
句
が
使
用
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
。
同
じ

テ
キ
ス
ト
が
続
け
て
引
く
「
知
帰
子
彭
際
清
譔
」
の
「
王
虚
中
伝
節
録
」
と
題
す
る

文
章
の
中
で
は
、

唱
言
仏
来
迎
、
屹
然
立
化
。
後
見
其
画
像
与
夢
合
。
敬
為
刻
像
述
事
。
以
伝
遠

近
、
自
是
廬
陵
人
多
供
事
之
。

と
言
う
。

　

以
上
の
検
討
を
通
し
て
、
王
日
休
の
名
前
を
高
か
ら
し
め
る
根
拠
の
一
つ
と
な
っ

た
立
化
の
記
述
の
変
遷
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
　

 
註

（
（
（『
楽
邦
文
類
』、
大
正
、
４
７
，
１
９
６
，
ｂ
。
淨
全
、
６
，
１
０
２
５
。

（
（
（
晁
公
武
（
１
１
０
２
―
１
１
８
９
頃
（
撰
孫
猛
校
証
『
郡
斎
読
書
志
校
証
』、
１
１
２

０
頁
。　　

（
（
（
浄
全
、
６
、
８
４
４
頁
下
。
大
谷
旭
雄
「
逆
修
説
法
の
成
立
史
的
研
究
」（
藤
堂
恭
舜
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博
士
古
稀
記
念
『
浄
土
宗
典
籍
研
究
・
研
究
篇
』
２
４
頁
に
も
解
説
が
あ
る
（。

（
（
（
小
笠
原
宣
秀
「
宋
代
の
居
士
王
日
休
と
浄
土
教
」（
結
城
令
聞
教
授
頌
寿
記
念
『
仏
教

思
想
史
論
集
』（、
大
谷
旭
雄
（
註
３
（、
金
文
京
（
註
９
（
服
部
英
淳
（
註
（（
（、
林
田

康
順
「
王
日
休
龍
舒
淨
土
文
の
研
究
」
一
・
二
・
三
外
（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
４
１

巻
第
２
，『
宗
教
研
究
』
２
９
５
，『
仏
教
論
叢
』
３
８
等
（。

（
（
（
淨
全
、
６
、
８
３
７
頁
上
。

（
（
（『
宋
史
』
巻
二
〇
五
、
志
第
一
五
八
芸
文
一
・
四
。

（
（
（
前
掲
『
郡
斎
読
書
志
校
証
」
２
８
９
頁
。

（
（
（
譚
正
璧
主
編
『
中
国
文
学
家
辞
典
』
６
９
８
頁
。

（
（
（
金
文
京
「
南
宋
に
お
け
る
儒
仏
道
三
教
思
想
と
出
版—

王
日
休
龍
舒
淨
土
文
」
と
速

成
法
」（
麥
谷
邦
夫
編
『
三
教
交
渉
論
叢
』
６
５
７
頁
（。

（
（0
（
蔵
励
龢
等
編
『
中
国
人
名
辞
典
』
１
２
０
２
頁
、
前
掲
『
中
国
文
学
家
辞
典
』
１
０

５
０
頁
、
四
庫
全
書
総
目
提
要
、
巻
一
二
一
、
子
部
、
雑
家
類
五
。

（
（（
（
欽
定
四
庫
全
書
、
子
部
十
、
雑
家
類
。

（
（（
（
拙
論
「
陶
淵
明
と
劉
柴
桑
」『
日
本
中
国
学
会
報
』
第
三
十
三
集
」
１
８
５
頁
。

（
（（
（
淨
全
、
６
，
９
０
９
頁
上
。

（
（（
（
金
文
京
前
掲
書
、
６
５
９
頁
。

（
（（
（
淨
全
、
６
，
１
０
２
６
頁
上
。（
大
正
、
４
７
、
１
９
６
，
ｃ
。（

（
（（
（『
廬
山
蓮
宗
宝
鑑
』
第
四
。（
大
正
、
４
７
、
３
２
６
、
ｃ
。（『
仏
祖
統
紀
』
巻
二
十

八
（
大
正
、
４
９
，
２
８
４
，
ａ
。（
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（
設
置
）

第
1
条
　
浄
土
宗
教
学
院
に
『
佛
教
文
化
研
究
』
編
集
査
読
委
員
会
（
以
下
、
編
集

委
員
会
と
す
る
）
を
設
置
す
る
。

（
目
的
）

第
2
条
　
編
集
委
員
会
は
会
員
の
論
文
原
稿
を
編
集
査
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
佛
教
文
化
研
究
』
の
学
術
的
価
値
の
向
上
を
計
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
構
成
）

第
3
条
　
編
集
委
員
会
は
、
委
員
長
と
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

　
二
　
　
委
員
は
理
事
の
中
よ
り
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

　
三
　
　
委
員
長
は
委
員
の
互
選
と
し
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

（
任
務
）

第
4
条
　
各
委
員
は
委
員
長
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
論
文
原
稿
を
査
読
し
、
採
否

等
を
判
定
し
て
委
員
長
に
報
告
す
る
。

　
二
　
　
各
委
員
は
そ
の
責
任
に
お
い
て
、
適
切
と
判
断
す
れ
ば
、
委
員
以
外
の
者

に
査
読
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
委
員
は
依
頼
し
た
旨

お
よ
び
査
読
結
果
（
採
否
等
の
判
定
）
を
委
員
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

　
三
　
　
委
員
長
は
各
委
員
か
ら
の
報
告
を
受
け
て
、『
佛
教
文
化
研
究
』
掲
載
論

文
全
体
に
つ
い
て
最
終
的
な
編
集
を
お
こ
な
う
。
重
大
な
問
題
が
あ
る
場

合
に
は
、
関
係
す
る
各
委
員
と
協
議
し
、
あ
る
い
は
委
員
会
を
開
催
し
て

協
議
の
う
え
決
定
す
る
。

　
四
　
　
採
否
等
の
最
終
決
定
は
委
員
長
が
な
す
も
の
と
す
る
。

（
任
期
）

第
5
条
　
委
員
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。
た
だ
し
再
任
は
妨
げ
な
い
。

（
改
廃
）

第
6
条
　
こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
理
事
会
の
議
を
経
て
決
定
す
る
。

附
則
　
　
こ
の
規
程
は2012

年
（
平
成
24
年
）
1
月
23
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
編
集
査
読
規
程
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編
集
後
記

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（CO

V
D
-19

）
の
世
界
的
流
行
は
、
既
に
2
年
以
上
続
い
て
お
り
ま
す
。「
感

染
拡
大
防
止
へ
の
協
力
」「
新
し
い
生
活
様
式
の
実
践
」
が
呼
び
か
け
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
が
課
せ
ら
れ
た

中
で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
が
続
い
て
お
り
、
多
く
の
人
々
が
戦
禍
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
一

刻
も
早
い
終
息
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
出
来
事
は
、
我
々
の
生
き
て
い
る
世
界
が
、
ま
さ
に
「
娑
婆
世
界
」、
苦
し
み
に
満
ち
た
世
界
で
あ

る
こ
と
を
、
改
め
て
気
づ
か
せ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

そ
こ
で
本
号
は
、
特
集
テ
ー
マ
を
「
苦
」
と
し
て
、
ご
執
筆
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
藤
堂
俊
英
先
生
、
小
野
田

俊
蔵
先
生
、
鵜
飼
光
昌
先
生
、
佐
藤
雅
彦
先
生
、
神
居
文
彰
先
生
、
中
御
門
敬
教
先
生
、
石
田
一
裕
先
生
、
大
河

内
大
博
先
生
、
そ
し
て
佛
教
大
学
名
誉
教
授　

並
川
孝
儀
先
生
か
ら
玉
稿
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
先
生
方
に
深
く
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
投
稿
規
程
に
基
づ
い
て
、
ご
投
稿
戴
い
た
会
員
の
論
文
か
ら
、
査
読
を
経
て
宮
澤
正
順
先
生
の
論
文
を
掲

載
い
た
し
ま
し
た
。

　

今
後
と
も
伝
統
あ
る
『
佛
教
文
化
研
究
』
を
、
浄
土
宗
門
に
お
け
る
宗
学
を
基
調
と
し
た
学
術
研
究
を
先
導
す

る
専
門
誌
と
し
て
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
教
学
院
会
員
諸
氏
の
ご
寄
稿
と
ご
支
援
を
切
に
お
願
い

申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

�

（
Ｙ
・
Ｈ
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神奈川 大光院 宮林　雄彦
神奈川 大蓮寺 大橋　雄人
神奈川 西林寺 大橋　俊史
神奈川 梅雲寺 鷲見　宗信
神奈川 高徳院 佐藤　孝雄
神奈川 大宝寺 佐々木　洋之
神奈川 常光寺 阿川　文叡
新潟 長善寺 炭屋　昌彦
富山 西願寺 長谷川　善政
長野 鏡善坊 若麻績　修英
長野 観音寺 中嶋　英見
長野 安養寺 服部　淳一
長野 宗安寺 山極　伸之
長野 城泉山観音寺 鷹司　誓榮
長野 玄向寺 荻須　眞教
長野 瑠璃光寺 關　恒明
長野 安性寺 飯田　英心
静岡 宝台院 野上　智徳
三河 普仙寺 加藤　良光
三河 弘誓院 秋田　文雄
三河 法雲寺 水谷　浩志
三河 無能寺 近藤　辰巳
尾張 梅香院 吉水　英喜
尾張 龍音寺 岡田　康佑
尾張 興龍院 服部　照道
尾張 長福寺 服部　正穏
伊勢 西光寺 西　央成
伊賀 西光寺 服部　純啓
伊賀 西光寺 服部　純雄
岐阜 本誓寺 淺野　義光
岐阜 山上院 淺野　真義
岐阜 圓通寺 松野　隆成
石川 天德寺 水元　明法
滋賀 東光寺 小川　法道
滋賀 弘誓寺 加藤　善也
滋賀 福龍寺 増山　健二
滋賀 雲住寺 井野　周隆
滋賀 願海寺 廣瀬　卓爾
滋賀 福領寺 滝川　浩順
京都 大光寺 南　宏信
京都 見性寺 野田　隆生

京都 上徳寺 塩竈　義明
京都 隆彦院 梅辻　昭音
京都 松月院 加藤　弘孝
京都 常念寺 澤田　謙照
京都 大光寺 河村　将直
京都 安心院 本庄　良文
京都 浄音寺 法澤　賢祐
京都 善照寺 池見　澄隆
京都 西念寺 渡邊　良昭
京都 淨土院 神居　文彰
京都 善法寺 成田　勝美
京都 無量寺 半田　将之
奈良 蓮臺寺 吉原　寛樹
奈良 奥院 川中　光教
奈良 佛國寺 岡　典正
奈良 称念寺 伊藤　茂樹
和歌山 常行寺 谷上　昌賢
大阪 極楽寺 唐井　隆徳
大阪 圓通寺 安達　俊英
大阪 慶恩院 中山　正則
大阪 大道寺 永田　真隆
大阪 圓通寺 中御門　敬教
大阪 法樂寺 清水　秀浩
大阪 阿弥陀寺 丹農　秀彦
大阪 西光寺 寺尾　昌治
兵庫 阿弥陀寺 土佐　享生
兵庫 常楽寺 浦上　博隆
兵庫 願生寺 髙橋　徹真
兵庫 薬師寺 曽和　義宏
兵庫 法巖寺 伊藤　真宏
岡山 泰安寺 漆間　勇哲
広島 法然寺 別府　一道
福岡 峯高寺 村上　德和
福岡 西念寺 椙原　俊彰
福岡 浄光寺 田島　明伸
佐賀 安養寺 善　裕昭
大分 長昌寺 今井　英之
大分 龍音寺 髙橋　昌彦
北米 北米開教本院 後根　定璽

（以上、敬称略）　
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東京 淨土寺 阿川　正貫
東京 浄心寺 佐藤　雅彦
東京 本誓寺 福田　行慈
千葉 湊済寺 大南　龍昇
千葉 大巖寺 長谷川　匡俊
千葉 法界寺 小林　尚英
神奈川 慶岸寺 林田　康順
山梨 瑞泉寺 粂原　勇慈
山梨 円通寺 曾根　宣雄
新潟 西照寺 小嶋　知善
静岡 願成寺 魚尾　孝久
福井 眞福寺 中野　正明
京都 長香寺 中井　眞孝
京都 清凉寺 鵜飼　光昌
大阪 薬師寺 森山　清徹
大阪 孝恩寺 田中　典彦
兵庫 甘露寺 三枝樹　隆善
福岡 弘善寺 柴田　泰山

【講師】
福島 善導寺 中村　隆敏
東京 常照院 野村　恒道
東京 来迎寺 林　純教
東京 天然寺 後藤　尚孝
東京 大雲寺 西城　宗隆
東京 龍泉寺 武田　道生
千葉 松翁院 吉田　淳雄
千葉 常行院 郡嶋　昭示
神奈川 春光院 石川　琢道
長野 西方寺 金子　英一
長野 十念寺 袖山　榮輝
長野 正満寺 和田　典善
尾張 建中寺 村上　真瑞
京都 帰白院 藤堂　俊英
和歌山 龍泉寺 田中　芳道
大阪 母恩寺 近藤　徹稱
兵庫 光堂寺 小野田　俊蔵

【嗣講】
北一 称名寺 高橋　昌宏
青森 天徳寺 相馬　恵泉
青森 来迎寺 遠藤　聡明
青森 大照寺 大屋　正順
山形 浄土院 日野　崇雄
山形 稱念寺 井澤　隆明

宮城 雲上寺 東海林　良昌
福島 大千寺 畑　和徳
群馬 雲晴院 茂木　恵順
栃木 三宝院 岡平　英明
栃木 光徳寺 今井　英順
茨城 蔵福寺 吉水　成正
茨城 宝輪寺 田中　勝道
茨城 西光寺 春本　龍彬
埼玉 淨念寺 名和　清隆
埼玉 圓心寺 小川　慈祐
東京 妙定院 小林　正道
東京 智福寺 池田　智光
東京 光福寺 生野　善應
東京 大信寺 中村　孝之
東京 法藏寺 飯田　元紀
東京 清岸寺 原口　弘之
東京 龍泉寺 森部　光哉
東京 光雲寺 遠田　憲弘
東京 天然寺 後藤　史孝
東京 天然寺 後藤　智孝
東京 瑞眞院 八木　宣諦
東京 正光寺 髙橋　寿光
東京 玄信寺 倉　信法
東京 龍光院 熊井　康雄
東京 誠心寺 荒木　良道
東京 真行院 飯島　正起
東京 西光院 若林　隆壽
東京 浄念寺 石田　典正
東京 清光寺 岡本　圭示
東京 行安寺 鈴木　紹弘
東京 光明寺 大野　泰行
東京 迎接院 藤木　随尊
東京 光照院 吉水　岳彦
東京 公春院 中野　孝昭
東京 祐天寺 巖谷　勝正
東京 浄桂院 伊藤　弘道
東京 行善寺 渡辺　俊雄
東京 心行寺 佐藤　堅正
東京 蓮宝寺 小川　有閑
東京 稱往院 松永　知海
東京 月影寺 藤井　正史
千葉 善照寺 今岡　達雄
神奈川 專念寺 佐々木　敬易
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【勧学】
東京 興昭院 榊　泰純
東京 光圓寺 佐藤　良純
東京 極楽寺 小澤　憲珠
神奈川 善教寺 金子　寛哉
神奈川 西福寺 宮澤　正順
新潟 長善寺 廣川　堯敏

【已講】
宮城 愚鈍院 小林　良信
茨城 西光寺 春本　秀雄
埼玉 十連寺 宇高　良哲
埼玉 蓮馨寺 粂原　恒久
埼玉 天然寺 新井　俊定
埼玉 實相寺 落合　崇志
東京 長松寺 西村　實則
東京 香蓮寺 勝崎　裕彦

役員名簿
【総裁】　　　浄土門主　伊藤唯眞猊下

【院長】　　　浄土宗宗務総長　川中光敎

【顧問】　　　金子寛哉　小澤憲珠　廣川堯敏　佐藤良純　榊　泰純　宮澤正順

【理事長】　　本庄良文

【副理事長】　林田康順

【理事】　　　安達俊英、石川琢道、伊藤真宏、落合崇志、小嶋知善、柴田泰山、善裕昭、

　　 　　　　曾根宣雄、曽和義宏、野村恒道、服部淳一、細田典明、山極伸之

【監事】　　　佐藤堅正、平岡隆聡

会員名簿（令和 4 年 1 月 25 日現在）

　現在の教学院のルーツは、1944 年（昭和 19 年）4月 1日（達示第 8号）に遡ります。正式

発足を迎えたこの日午後 1時から宗務所で最初の役員会が行われ、里見達雄教学院院長、椎尾

辨匡顧問、真野正順研究所長、江藤澂英常任理事、大村桂巌、石橋誡道、前田聴瑞、長谷川良

信、藤本了泰、恵谷隆戒の各理事、浄土宗関係役職者等が出席し、会員の選考、事業内容、予

算、研究課題等が協議され、教学院の第一歩が踏み出されました。このとき、嗣講 69 名が会

員に推薦されています。

　その後、教学院は本宗の学問研究の中枢として、機関誌『佛教文化研究』の発刊、研究会・

公開講座の開催、総合学術大会の運営、学問業績に関する各種審査などを行って参りました。

時代の推移とともに門戸を広げ、教学院の趣旨に賛同する浄土宗教師も会員として迎えるよう

になりましたが（「教学院規程（宗規第 31 号）」第 3条第 2号）、特に嗣講以上の学階を有する

方々（同条第 1号）によって、教学院の活動が物心両面にわたり支えられてきた点は変わりあ

りません。

　嗣講以上の学階を有する方の本院への貢献に感謝申し上げ、ここに名簿を掲載させていただ

きます。今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。

※会員資格が停止されている方は含まれません。

【勧学】
東京 興昭院 榊　泰純
東京 光圓寺 佐藤　良純
東京 極楽寺 小澤　憲珠
神奈川 善教寺 金子　寛哉
神奈川 大長寺 石上　善應
神奈川 西福寺 宮澤　正順
新潟 長善寺 廣川　堯敏
山口 西蓮寺 藤本　淨彦
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宗議会・宗門関係諸機関、諸団体が連携する中、オール浄土宗でこの危機に果敢に挑戦していく必
要がある。」
11） 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nop_1.html（最終閲覧日：2021年12月15日）
12）厚生労働省「認知症施策推進大綱」
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000076236_00002.html（最終閲覧日：2021

年12月15日」
13）（公財）全日本仏教会「仏教に関する実態把握調査（2017年）http://www.jbf.ne.jp/activity/

kouhou/2017tyousa?id=（最終閲覧日：2021年12月15日）
14）筆者のこれまでの自分史については、拙著（2014）『今、この身で生きる』ワニブックスを参照

されたい。
15）いのちの現場に寄り添う宗教者を取材した以下のルポなどからも、社会的実践を行う僧侶それぞ

れに内在する課題があり、宗教者としての本分への内省を通した活動実践とつながる様態を確認す
ることができる。北村敏泰（2020）『揺らぐいのち　生老病死の現場に寄り添う聖たち』晃洋書房、
磯村健太郎（2011）『ルポ仏教、貧困・自殺に挑む』岩波書店。
16）私たちの周りには数多くの苦しみ、悲しみがある。日々、そうした声は、目にし、耳にするが、

すべてに応答できるわけではない。凡夫の限界を知ったうえで、「それでもなお」心が動かされる
当事者とはどのような人々か。その関心の向く方向性には、個々人の生育歴的動機が埋め込まれて
いる。そのため、「なぜ、自分はこの人のことをほうっておけないのか」という内省が重要であり、
僧侶自身にも素直に自己を見つめ直す機会は必須である。
17）より詳しくは、拙稿（2021）「“看仏連携” で街づくり　～「さっとさんが」の試み」『ナースマネ

ジャー』Vol.25、No.3、日総研出版、拙稿（2022・印刷中）「看仏連携で共創する地域包括ケアの拠
点としてのお寺」『Nursing BUSINESS』vol.16 no.4、メディカ出版、を参照されたい。
18）安宅和人（2020）『シン・ニホン　AI×データ時代における日本の再生と人材育成』NEWS 

PICKS PUBLISHING、石毛眞（2021）『2040年の未来予想』日経BP、ピーター・ディアマンディス，
スティブン・コトラー（2020）『2030年すべてが「加速」する世界に備えよ』NEWS PICKS 
PUBLISHING、などに詳しい。
19）地域共生社会と地域包括ケアの関係について、小坂（2020）は、「『地域共生社会』とは、今後、

日本社会全体で実現していこうとする社会全体のイメージやビジョンを示すものであり、高齢者分
野を出発点として改善を重ねてきた。『地域包括ケア』は『地域共生社会』を実現するための仕組
みであり、そのための方法の一つである」と説明している。多くの寺院には地域で数百年という単
位で蓄積した「信頼」があり、その「信頼」を基盤に、檀信徒というメンバーシップ力と境内スペー
スという資源力を活用した、自治体、地域包括ケアセンター、NPO等に加わる「もう一つの」地域
包括ケア機能を持った社会資源としての働きが期待される。最近、臨済宗の僧籍を持つ看護管理が
専門の河野秀一は、（一社）日本寺院評価機構を設立し、「地域包括ケア寺院」（河野2021）の全国
的な評価機構とコンサルテーション開発を実施し始めている。
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2 ）国立社会保障・人口問題研究所による日本の将来推計人口の分析結果（2017年）を参照。
　　https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2017/pp29_ReportALL.pdf（最終閲覧日：2021年

12月15日）
3 ）厚生労働省によると、地域共生社会とは「制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」

という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源
が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をと
もに創っていく社会」と説明されており、現在の高齢者支援が中心の地域包括ケアシステムを、障
害者や児童など複合的にサポートする体制づくりを目指している。

　　厚生労働省「『地域共生社会』の実現を目指して」を参照。
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184346.html（最終閲覧日：2021年12月

15日）
4 ）大阪市住吉区にある浄土宗寺院の住職として地域に関わる社会的実践を素材とする。
5 ）政府は2017年に「人生100年時代構想会議」を設置し、様々な人生の舞台で活躍できる社会づく

りの構想を発表した。これにより、CM等でも「人生100年時代」という言葉を耳にするようになっ
てきた。本構想会議の解説については、蒔苗（2020）に詳しい。
6 ）注2）の資料の他、経済産業省「2050年までの経済社会の構造変化と政策課題について（資料４）」

を参照。
　　https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/2050_keizai/pdf/001_04_00.pdf（最終閲覧日：2021

年12月15日）
7 ）厚生労働省「『地域共生社会』の実現を目指して」参照。
　　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184346.html（最終閲覧日：2021年12月

15日）
8 ）例えば、人生100年時代構想会議では、これまでのライフステージ論からマルチステージ論への

人生観の転換を示し、2018年に提出された最終報告書「人づくり革命基本構想」では学び直しやリ
カレント教育の重視などを打ち出している（牧野篤2020）。
9 ）全日本仏教会、大正大学地域構想研究所地域BSR推進センターなどの調査結果において、コロナ

禍による寺院収入の減少や葬儀等の儀礼の簡略化等による不安が全国的に高まったことが報告され
ている。

　　（公財）全日本仏教会「仏教に関する実態把握調査（2020年度臨時調査）報告書　～新型コロナ
ウイルス感染症が仏教寺院に与える影響」

　　http://www.jbf.ne.jp/activity/kouhou/tyousa2020（最終閲覧日：2021年12月15日）
　　大正大学地域構想研究所BSR推進センター「寺院における新型コロナウイルス感による影響とそ

の対応に関する調査」（第1回2020年5月、第2回2020年12月）
　　https://chikouken.org/activity/activity_cat06/（最終閲覧日：2021年12月15日）
10）例えば、浄土宗内企画調整審議会から提出された「答申書（第２号）（令和3年4月21日）」（『浄

土宗宗報』令和3年6月号に掲載）では、次のように述べられている。
　　「コロナ禍の中で、生活様式や人々の考えが急激に変化してきている。格差社会における貧困や

自死の問題、家族制度やコミュニティの崩壊、人権問題等々に起因して寺離れや檀家制度の弱体化、
葬送等の仏教儀礼の簡素化等により特に地方小規模寺院への影響は多大であり将来への不安は切実
である。

　　少子高齢社会が加速する中での宗勢調査の実施により、寺院を取り巻く状況や寺院運営の実態が
明らかになる中で、何らかの方策を講じなければ7000ヶ寺が5000ヶ寺になるという推測がより現実
的なものとなりつつあり、手をこまねいているわけにはいかない。寺院・教区・総大本山・宗務庁・
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稲場圭信（2012）「東日本大震災における宗教者と宗教研究者」日本宗教学会『宗教研究』No.373．
――――（2016）「利他主義と宗教のアクションリサーチ」河森正人他編『共生学が創る世界』大阪

大学出版会.
井上英之（2019）「コレクティブ・インパクト実践論」『Harvard Business Review』Vol.44、No.2、

ダイヤモンド社
井本由紀（2013）「オートエスノグラフィー」藤田結子・北村文編『現代エスノグラフィー　―新し

いフィールドワークの理論と実践』新曜社.
大河内大博（2012）「臨床の苦しみに向き合う法然仏教の姿勢」佛教大学総合研究所編『法然仏教と

その可能性』法蔵館.
――――（2014）『今、この身で生きる』ワニブックス.
――――（2021）「“看仏連携” で街づくり　～「さっとさんが」の試み」『ナースマネジャー』Vol.25、

No.3、日総研出版.
――――（2022・印刷中）「看仏連携で共創する地域包括ケアの拠点としてのお寺」『Nursing 

BUSINESS』vol.16 no.4、メディカ出版．
筧裕介（2013）『ソーシャルデザイン実践ガイド　地域の課題を解決する７つのステップ』英治出版.
河野秀一（2021）「地域包括ケアシステムにおける寺院・僧侶との連携とは」『Nursing BUSINESS』

vol.16 no.1、メディカ出版．
北村敏泰（2020）『揺らぐいのち　生老病死の現場に寄り添う聖たち』晃洋書房.
小坂健（2021）「地域包括ケアとソーシャル・キャピタル　―地域共生社会の実現に向けて」近藤克

則編『ソーシャル・キャピタルと健康・福祉　実証研究の手法から政策・実践への応用まで』ミ
ネルヴァ書房.

櫻井義秀・川又俊則編（2016）『人口減少社会と寺院　ソーシャル・キャピタルの視座から』法蔵館．
ピーター・ディアマンディス，スティブン・コトラー（2020）『2030年すべてが「加速」する世界に

備えよ』NEWS PICKS PUBLISHING
広井良典（2019）『人口減少社会のデザイン』東洋経済.
堀江宗正（2021）「絆の力　―被災者たちは亡き人との絆にどう支えられているのか」高橋原・堀江

宗正『死者の力　津波被災地「霊的体験」の死生学』岩波書店.
蒔苗浩司（2020）「人生100年時代の構想と政策課題について」『人生100年時代の多世代共生　「学び」

によるコミュニティの設計と実装』東京大学出版会.
牧野篤（2020）「人生100年時代の社会へ　―高齢社会悲観論への違和感と『ちいさな社会』」牧野篤

編『人生100年時代の多世代共生　「学び」によるコミュニティの設計と実装』東京大学出版会.
山崎亮（2019）『ケアするまちのデザイン　対話で探る超長寿時代のまちづくり』医学書院．
矢守克也（2010）『アクションリサーチ　実践する人間科学』新曜社.
吉水岳彦（2019）『お袖をつかんで』てるふる．

────────────────────────────────────────
1 ）例えば、後述する「ソーシャルデザイン」という考え方は、課題をデザインで捉えて解決を目指
していく手法であるが、時に課題をそのまま現存しつつ、社会や関わる人の価値観が変化することで、
課題を包摂していくということも想定され得る。また、同じような手法でまちづくりを考えていく
「コミュニティデザイン」にも共通する創造性が読み取れる。筧裕介（2013）『ソーシャルデザイン
実践ガイド　地域の課題を解決する７つのステップ』英治出版、山崎亮（2019）『ケアするまちの
デザイン　対話で探る超長寿時代のまちづくり』医学書院、広井良典（2019）『人口減少社会のデ
ザイン』東洋経済などが参考になる。
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の交流会会場としての利用があった。これらは、現時点では場所貸しの域を出ない連携では

あるが、これまで山門をくぐる機縁のなかった地域住民や福祉従事者に寺院へ来てもらい、

社会的資源としての寺院を体感してもらえる機会となっていることが、今後の地域連携につ

ながっていくと期待している。

　課題として見えてきたことは、行政や地域包括支援センター、社会福祉協議会等の専門職

へのアプローチはスムーズに進んでいる一方、まだ町会など地域住民へのアプローチは十分

とは言い難い点である。コロナ禍であることによる活動の制限はあるものの、筆者自身が持

つ「ことば」によるところも大きいと考える。つまりは、「地域共生社会」実現に向けた取

り組みの必要性や具体策といった、一般市民にとってはあまり馴染みのない「ことば」を使

用するあまり、行政や専門職とは共通言語として対話が進む一方、住民に届く「ことば」に

なっていない。先ずは、実践の蓄積と可視化を通して共通の「ことば」を紡ぎながら、いず

れは筆者自身が地域に巻き込まれてまちづくりに寄与していければと思っている。

おわりに
　寺院の多くは、社会構造の変革による寺檀関係の基盤変化への対応が遅れ、今後加速度的

に変化する人口動態と価値観の多様性への対策が焦眉の急となっている。急速的な変化への

対応に迫られているのは社会も同じであり、様々なイノベーションが今後も起こってくると

いわれている18）。多くの寺院にとって、これ以上の変革の先延ばしをする選択は避けるべ

きであることは明白であろう。

　冒頭で触れたように、地域社会
0 0 0 0

で寺院が重要な役割を担ってきた事例は枚挙に遑がない。

そして、これから地域共生社会
0 0 0 0 0 0

づくりが進むなか、「共生」という僧侶としての本分を触発

されるキータームにどうレスポンスしてゆくかが、古くて新しい地域での寺院の役割創出を

果たしていくだろう。そのための実践は、困難を抱える寺院にとっても存廃に少なからず関

わってくる。これからの地域包括ケアの「もう一つの」拠点として19）、寺院の社会的資源

が見直されることに期待したい。

　尚、本稿で取り上げた筆者の社会的実践は、正解でもなければ、無論、成功事例でもない。

誰も正解がわからないからこそ、「実践してみる」ことが重要と考える。今後の実践につい

ても、アクションリサーチに不可欠な「評価」「修正」「適用」の研究調査を継続し（稲場

2016）、本実践と研究が後に続く寺院の素材になればと思う。

　
参照文献
安宅和人（2020）『シン・ニホン　AI×データ時代における日本の再生と人材育成』NEWS PICKS 

PUBLISHING．
石毛眞（2021）『2040年の未来予想』日経BP．
石原真依（2020）『＜沈黙＞の自伝的民族誌　サイレント・アイヌの痛みと救済の物語』北海道大学

出版会.
磯村健太郎（2011）『ルポ仏教、貧困・自殺に挑む』岩波書店.



54 55

　
　
　
　
地
域
共
生
社
会
に
お
け
る
寺
院
の
役
割
を
め
ぐ
る
ア
ク
シ
ョ
ン
リ
サ
ー
チ

まちの保健
室

（共催）

体重・血圧測
定などの健康
相談

大阪府看護協
会（看護師）

檀信徒、地域
住民 ────

フレイル予防
による健康寿
命の増進

介護者カ
フェ

（共催）

家族の介護を
している方の
分かち合い

地域包括支援
センター、ス
ピリチュアル
ケア専門職

檀信徒、地域
住民 ────

介護による孤
立防止、介護
難民の早期発
見・介入

こども食堂
（連携）

こども食堂の
サポート

地域住民ボラ
ンティア

地域のこども
達、子育て世
代の親

地 域 ボ ラ ン
ティアと小学
校世代との交
流

こどもの貧困

寺子屋 こども食堂に
来たこども達
の学習支援

学 生 ボ ラ ン
ティア

地域のこども
達

大学生と小学
校世代の交流

こどもの貧困

防災プロ
ジェクト

医療的ケア児
等要配慮者の
ためのレスパ
イト的避難所
支援

行政、防災コ
ン サ ル タ ン
ト、大学教員、
地域住民

医療的ケア児
家族、難病患
者家族等 ────

災害弱者を出
さないまちづ
くり
医療的ケア児
等の社会参加

「親なきあ
と」相談室
（連携）

文化時報社に
よる「（一財）
お寺と教会の
親なきあと相
談室」と連携。
障害者家族の
ための葬送・
供養支援（準
備中）

障害者支援の
専門職、成年
後見人等との
連携

障害者家族

────

障害者家族の
孤立防止と社
会参加

遺族会 死別経験者の
ための分かち
合い「ともし
び」開催（主
催：いのち臨
床仏教者の会）

グリーフケア
（スピリチュ
アルケア）専
門職

死別経験者

────

グリーフの尊
厳、死者との
共生

表．「さっとさんが」の実践内容

〈地域リソースとの連携と課題〉

　さっとさんがプロジェクトは始動したばかりであるが、いくつかの地域リソースとの連携

事例が見られるようになってきた。例えば、社会福祉協議会や地域包括支援センターには、「願

生寺は地域に積極的に関わってくれるお寺」という認識が浸透しつつある様子で、地域の高

齢者向けイベント等で会場場所を探す際の候補として加わっているようである。これまで、

折り紙教室や高齢者向けサロンの会場貸しとして協力する機会があった。そうした関係性の

なかで、社会福祉協議会で余っている将棋セットを今度は小寺の寺子屋で使用させてもらえ

るようになるなど、行き来し合う協力体制が築けてきた。

　また、地域の住民協議会にも同じような認識が広がり始め、2回の地域住民とケアマネと
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（１）公共性　多職種連携社会

　地域共生社会は民間企業を巻き込んだ多職種連携による包括的な支援づくりを目指してい

る。僧侶はこうした社会の方向性を理解し、より公共性を意識した社会への働きかけをして

いく必要がある。

（２）当事者性　住民自治社会

　地域共生社会では、地域住民自身が「我が事」として関わっていく住民自治が主眼となる。

多様なニーズの「当事者」にどのようにつながるか、寺院の特徴を生かした場づくりを工夫

することが重要である。また、どの「当事者」とつながるかについては、その時々の縁があ

る一方で、前述した僧侶自身のアイデンティティ形成とも深く関係してくることも見逃して

はいけない16）。

（３）世代間　世代間交流社会

　核家族化が進み、これまでの世代間継承されてきた習慣や文化が断絶されている。寺院を

取り巻く環境の不安定さも、まさにこの世代間がつながらないところにその要因があるとい

えよう。これまでの縦割りによる世代別のサービスから、世代間が交流していく仕組みのデ

ザイン化が必要となる。

（４）スピリチュアリティ　多様性社会

　一人ひとりの尊厳が尊重された社会づくりは、多様性社会実現のためには必須な要件とな

る。信仰や信念、価値観が尊重され、「私らしく」生活し、老いて、死にゆくライフサイク

ルを切れ目なく地域社会でサポートしていくための個々人のスピリチュアリティを大切にし

た社会づくりの発信基地が地域に必要となってくる。

　以上４つの視点の働きを意識して具体化することで、地域共生社会における寺院の役割に

つながるアクションを整理、展開している。現在取り組んでいる社会的実践については、表

を参照されたい17）。

実践内容 （１）
多職種連携

（２）
当事者性

（３）
世代間

（４）
スピリチュア

リティ

訪問看護
ステーション

（共同）

（株）ナースケ
ア運営による協
働事業

職員（看護師）
連携する医師や
ケアマネ等

在宅療養者とそ
の家族

介護・看取りを
通じた家族間世
代の交流

住み慣れた居宅
での療養・看取
り

一般社団法人
スピリチュア
ルケア 在宅臨
床センター

スピリチュアル
ケア専門職の在
宅への派遣事業

スピリチュアル
ケア師、臨床仏
教師、臨床宗教
師、訪問診療医
師、訪問看護師

在宅療養者とそ
の家族

────

在宅療養者のい
のちのケア

交通事故防
止プロジェ

クト
（連携）

行動経済学を
活用した交通
路防止のため
の看板づくり

大竹文雄大阪
大学教授ゼミ
生との連携

地域住民

────

交通事故の少
ない安全なま
ちづくり
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職に地域包括ケアの核になって動いてもらって、医療看護と連携した働きをしてもらいたい。

より良い物件であれば、駅前など、他にいくらでもある」と述べていた。つまりは、「プレー

ヤー」としての住職の情熱に期待していたということであろう。

　このようなプロセスを経て、先に述べたように、筆者が2017年9月から住職となって1年

を過ぎた頃、再び渡辺医師からの誘いがあり、「こうなったら、自分のお寺が訪問看護ステー

ション第１号となろう」と発起し、開所となった。しかし、小寺には事務所となる境内スペー

スや不動産はなく、結果として、近隣の空き店舗を借りて開所することとなった。そのため、

浄土宗にも働きかけをしたが、独自で展開する形式をとった。

　運営は（株）ナチュラルケア系列で訪問看護ステーション運営を専門とする（株）ナース

ケアが担い、（宗）願生寺と業務連携をする形式を採用した。設備投資や売上収支には宗教

法人は一切関与せず、ただし、共同代表として、理念の具体化や事業内容への助言、またチャ

プレンとしての利用者・家族へのスピリチュアルケア ・グリーフケアを担うチーム医療看

護の一員として位置付ける形をとった。チャプレン訪問については、別に（一社）スピリチュ

アルケア在宅臨床センターを設立し、有給でのチャプレン訪問のモデルづくりを現在試行中

である。

　また、浄土宗大蓮寺・應典院住職の秋田光彦師とも協働を開始し、2020年10月にサテラ

イトとして「訪問看護ステーションさっとさんが應典院」（大阪市天王寺区）を開所した。

〈まちづくりとしての訪看　「さっとさんが」に込めた想い〉

　訪問看護ステーションを開所するにあたり、改めてそのメリットとデメリットを検討した

ところ、ある大きな課題が開所前に見えてきた。それは、訪問看護ステーションは制度のな

かで動くサービスであるため、共同代表といっても、あまり僧侶の出番はないということで

ある。筆者はチャプレンとしての働きが可能な経験を積んできたが、多くの僧侶はそうした

経験を有していない。しかも、訪看で出会う利用者や家族にとってメインは看護師である。

訪看だけではどうしても「出会い」は限定的となり、またリーチできる当事者も狭い。

　そこで、訪問看護ステーションは大きな旗印として位置付け、僧侶の働きを在宅で暮らす

ための様々なリソースにつながっていく働きにシフトすることを模索した。つまり、先見し

た地域共生社会づくりに、「訪看があるお寺として参画する」ということである。「さっとさ

んが」とは、サンスクリット語で「良いつながり」という意味があり、大阪弁風に言うと「え

えご縁を」といったメッセージを込めている。この名の通り、僧侶は地域の様々な「苦」に

ある人に出会いに行き、必要なところにええご縁を「つなぐ」ことで地域共生社会の実現に

向けて参画していくというものである。

〈「苦」に出会いなおすアクションの４つの視点〉

　以上から、寺院が地域共生社会づくりに参画するために持つべき４つの働きを次のように

まとめた。
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会からも高い評価と期待が寄せられている実践家である吉水師は、生まれ育った自坊（浄土

宗光照院）がホームレスの人が多い山谷にあったという生活環境から、ホームレスの人をよ

く見る生活で育った。その時、周りの大人からは「あの人たちは怠けている人なのよ」と教

えられ、疑うことなくそのような認識で見ていたという。しかし、大人になって接すると、

どこにでもいる「普通の人たち」ということを知った。それでも、どこかで自分とは違うと

いう意識も捨て去れなかったという。ここで、吉水師は仏教をいただいた自身が「すべての

人が平等である」と学びながら、自分は全くそうした姿勢でホームレスの人たちと接するこ

とができない自己に気づき、苦悩する自身を吐露している（吉水2019）。吉水師は2017年に

「こども極楽堂」を開設し、こどもを支援するNPOを受け入れるなどの活動の場を提供する

ことで、連携を機軸に支援の輪と幅を広げている。これらの活動展開にある生育歴とその内

省が、自身の信仰と結びついた時、その発露として実践が縁のなかで広がり深まっていく様

相が確認できる15）。

「苦」に出会いなおすための社会的実践事例
　地域共生社会で寺院・僧侶が果たすべき役割を模索するということは、「何をすべきか」

の基層の「どうあるべきか」という内省から発露した動機づけを見落としてはならず、加え

て、具体的アクションとしての出会いなおしデザインが求められていることを確認した。

　筆者は前述の自分史を経て、2019年3月に訪問看護ステーション開所を旗印とした「お寺

ともいき地域社会プロジェクト：さっとさんが」を発表し、翌年2020年5月に「訪問看護ス

テーションさっとさんが願生寺」を開所した。本項では、実践プロセスを記述し、出会いな

おしのための４つのキーワードを提示したい。

〈訪問看護ステーション開所に至ったプロセス〉

　寺院で行う訪問看護ステーションは、浄土宗において、浄土宗社会推進委員会が2013年

にまとめた「浄土宗における社会福祉推進の事業」で提案された事業のなかで企画されてい

た。すでに先駆的な事例は国内にあり、筆者も当時、委員の一人として参画し、見学等にも

同行した。そのような縁で、2017年7月、先に触れた医療法人社団日翔会チャプレンの立場

で、医療法人社団日翔会グループの（株）ナチュアルケアがコンサルテーションをする形式

で、寺院における訪問看護ステーション立ち上げのマッチング協力をする仲介を行い、同年

9月、大阪教区内寺院への聞き取り調査が行われた。しかしながら、マッチングがうまくい

かず、この事業の具体化は実現しなかった。主な理由として、本事業は寺院が持つ不動産の

空きスペースを訪問看護ステーションの事務所として活用することが柱となっていた。その

ため、住職が主体的にチーム医療に参加して、在宅ケアのサポートの一翼を担っていくといっ

たメッセージが伝わり切ることができず、また、候補となったエリアが、医療グループとの

連携が難しいエリアであったことなどから、マッチングに至らなかった。理事長の渡辺医師

も当時のミスマッチについて、「お寺という立地や安い物件を探しているわけではなく、住
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の仕事を整理して、2017年5月に医療法人社団日翔会チャプレンに着任し、在宅医療におけ

るスピリチュアルケア・グリーフケアの実践とモデルづくりに着手しはじめた。

　最初の３ヶ月は足場を固めるため、「チャプレンとはどういう役割をする専門職か」とい

うことを、スタッフや患者・家族、利用者が入居する施設関係者に周知するための時間に多

くの時間を費やし、理解を得られた施設とがん末期患者を中心にチャプレン訪問を実践した。

その後、お盆時期の8月は一時休止し、9月からリスタートする予定であったが、その8月

に父に膵癌が見つかり、翌9月に遷化した。急転直下の出来事で、9月からチャプレン復帰

することは叶わず、そのまま住職となり、自坊を引き継ぐことになった。父を失った悲しみ

が大きいのはもちろん、同じくらいの喪失となったのは、これまで築き上げてきたキャリア

を一旦ストップさせなければならない喪失であった。特に直前に取り組んだ在宅医療におけ

るチャプレンについては、道半ばで諦めざるを得ないものとして、大きい喪失感となった。

同じ領域で頑張る仲間の様子を見るのが辛く、そうした場所から出来るだけ遠ざかりたいと

いう思いもあって、無理を言って役職を辞めさせてもらったり、外での仕事を辞退したりも

した。今思うと、寺院継承のため止むを得ない選択でもあったが、心の奥底には私なりのグ

リーフがあったように思う。

　そのような経験をしながら、どうにかこうにか1年、住職として法務をやりくりしながら

引き継げなかった部分も補い、少しだけゆとりが出来てきた2018年秋頃、渡辺医師から「い

つでも戻ってきてくださいね」と励ましの連絡をいただいた。そこでもう一度、自分自身の

経験を振り返り、また諦めきれない活動への気持ちや経験を活かした寺院づくりなどができ

ないかと考えているうちに、「今までのように外に出向いて活動することがでけへんねやっ

たら、自分のところで訪問看護ステーションを作って、地域で活動すればええやん」と思い

立ち、活動拠点はいよいよ「地域」へと帰結した。

「内在化された課題」の発露
　「私」の社会的活動実践には、「僧侶として生きるためのアイデンティティの確立」という

命題が内在化していた。この課題は筆者特有のものではなく、世代のなかで共通しているも

のとも言えよう。戦後復興・高度経済成長期とともに、寺院の経済基盤が盤石となり、財政

的にもゆとりをもって寺院運営と生活を営むことができた時期を経て、「坊主丸儲け」や「葬

式仏教」と揶揄される寺院のイメージが社会に定着した。その「安定期」に寺院に生まれた

筆者のような世代は、多かれ少なかれ、敷かれたレールの上を歩くことへの抵抗感を感じて

いたのではなかろうか。それ故、「社会に必要とされる仏教・寺院・僧侶とは何か」といっ

た課題が内在化されやすい土壌のなか、きっかけさえあれば社会的実践へとつながっていき

やすい環境化にあったのではないだろうかと、振り返って感じるところである。

　このような「内在化された課題」への応答として社会的実践へとつながった僧侶は数多く

いる。例えば、「社会慈業委員会ひとさじの会」を立ち上げ、路上生活者の葬送支援、炊き

出し・夜回り活動等を実践している吉水岳彦師がそうである。すでに仏教界だけでなく、社
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〈ビハーラからスピリチュアルケア ・グリーフケアへ〉

　ビハーラと出会った私は、当初の大学入学目的であった一般社会を経験するということを

捨て、ビハーラの道に入る模索をし始めた。大学3年生になってからも就職活動はせず、仏

教の本を読んだり、講座に出向いたりして、自分なりの学びを深めて過ごした。やがて、転

機となったのが、長岡西病院ビハーラ病棟（新潟県長岡市）の常勤ビハーラ僧であった谷山

洋三師（現東北大学大学院教授）との出会いであった。谷山師の講演があると父から知らさ

れ、会いに行った。卒論テーマに「ターミナルケア」を選び、成澤教授の指導をいただいて

いた私は、そのフィールドワークを口実にしながら、それでも二言目には「ビハーラ僧にな

りたいんです」と告白していた。

　その熱意が伝わったのか、谷山師は快く私を受け入れてくれ、大学4年時の夏から、長岡

西病院に出入りする生活が始まった。卒業までの半年は、月に1回２～３泊して、また大学

生活へ戻るということを繰り返し、卒業後は、長岡市に移り住み、約半年、病院の看護師寮

に住まわしてもらって、常勤ビハーラ僧と同じ勤務形態でボランティアビハーラ僧の経験を

させてもらった。

　帰阪後、大学院で学び直しをしながら、当時、日本で初となる超宗派のNPO団体「NPO

法人ビハーラ21」を有志と共に立ち上げるなどして、ビハーラ僧養成と現場開拓を中心に

活動を継続した。この時から、徐々にスピリチュアルケア専門職へと関心が移行し、そのプ

ロフェッショナルトレーニングを臨床スピリチュアルケア協会で修了して、本格的にスピリ

チュアルケアの実践と人材教育のフィールドに移行していった。ほぼ同時期に、遺族会のファ

シリテーターの実践機会に恵まれ、グリーフケアについても理解と実践を深めていくことに

なった。

　この頃の私は、「ビハーラ僧」というアイデンティティを内在化しながら、現場としての

ビハーラから「宗教的背景のない病院や施設で僧侶（ビハーラ僧）がどう活動するか」とい

うことに問題関心が変化していった。それに相まって、臨床現場もビハーラから公立・民間

（非宗教立）の緩和ケア病棟、公立の急性期病院、在宅医療へとシフトしていった。

〈在宅医療から地域へ〉

　在宅医療へ関心がシフトし始めたのは、2014年頃からである。在宅ALS患者を中心に訪

問診療をする波江野茂彦医師（現はえの往診クリニック院長）との出会いであった。波江野

医師の往診に同行させていただきながら、今後の人口統計上の在宅看取りの増加と、いずれ

私に訪れる「外の仕事を整理してお寺に戻る」ことを先に見通しながら、在宅医療における

スピリチュアルケア ・グリーフケアの開拓を意識するようになった。そして、大きな転機

となったのが渡辺克哉医師（医療法人社団日翔会理事長）との出会いであった。渡辺医師は、

社会的に注目され始めた臨床宗教師に関心を持ち、共通の知人を通して縁がつながった。渡

辺医師は、「私たち医師にはグリーフケアはできない。そこを宗教者の方にしてもらいたい」

というニーズを持っておられた。私は当時勤めていた大学研究機関と公立病院緩和ケア病棟
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社会的実践にもまた、社会からの要請にどう答えていくかと同じくらい重要なこととして、

僧侶自身のアイデンティティ形成を見つめ直す営みについて検討を試みたい。

　その素材として、本項では、筆者の社会的実践に至った経緯を若干自分史的に記す。筆者

はすでに20年の社会的実践を経過しているため、紙幅の都合上、これまでの自分史は完結

にまとめ14）、2017年以降の出来事をメインにしたい。尚、本項では「私」という主語で記

述する。

〈活動のきっかけと動機〉

　私が社会的実践のフィールドとして縁をいただいたのが、終末期医療現場であった。それ

は「必然」というより、「たまたま」と言った方が正しい。私は高校時代から漠然と僧侶に

なることへの抵抗感を感じていた。「坊主丸儲け」と幼少期からそれとなく耳にした言葉に

傷ついたこともあり、積極的魅力を僧侶や寺院に感じることはできなかった。かといって、

寺院に生まれ、跡取りとしての期待を掛けられた生育をすでに経ていた私には、その世界を

飛び出すほどの勇気も大義もなく、大学に進学した。ただ、少しだけ抵抗したことがある。

それは「社会を経験してから僧侶になる」ということだった。魅力的に感じられなかったお

寺の世界への最初のささやかな抵抗であったように思う。

　いずれ社会に出るからという大義を持って、仏教系大学ではなく一般大学で学ぶ機会を得

た。そこで出会った友人もまた、これまでと同じような寺院への心象であったことを経験し

つつ、決定的な友人の言葉に出会うことになった。それは「キリスト教は愛で、仏教は死っ

てイメージだよね」という何気ない一言だった。私はショックというよりも「ああ、やっぱ

りそうか」という思いの方が強かったように思い出す。さらに、私は大学１年時に当時の僧

侶養成講座の第１期に入行し終わり、私と同じように「坊主丸儲け」と言われてきたことに

苦悩していた同期の想いや、仏教教義の奥深さに触れたことで、仏教や僧侶に対する気持ち

がポジティブなものに変容していたため、先の友人の言葉を聞いた時に沸き起こった感情に

は、幼少期の時の感情とは異なった「淋しさ」や「悔しさ」も入り混じっていたように思う。

そのような感情のなかで、「たまたま」出会ったのが、成澤光教授（当時）の「生命政治論」

という授業であった。生命倫理の課題を「倫理」から「制度・政策」にどのように落として

いくかという授業であった。授業内容と成澤教授の人柄に触れ、「生命倫理へ仏教者として

応答すること」が私の大きな目標となった。そして授業が進んでいくと、運命的な出会いが

そこに待っていた。それが「ビハーラ」であった。ホスピスの内容を扱うなか、仏教者が終

末期医療に関わっているということに初めて触れることとなった。1999年のことである。「こ

んな素晴らしいことを仏教はしてるんや！」と感動した一方で、当時ですでにビハーラ提唱

から約15年が経過していたにも拘らず、ほぼ広がっていないということに大きなショック

を受けた。「だったら、俺が広めてやる」、そんな若気の至りに近い生意気な情熱が、その後

の行動の原動力となっていたように思う。
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専門職養成、シングル家庭等への支援など、その時々の社会課題に照らし、様々な実践が展

開されてきた。戦前・戦後の社会的事業が全盛であった時代から、1980年代以降は、草の

根運動的な、特定のイシューに関わる徹底した当事者に寄り添う運動となっているところに

その特徴があるといえよう。

　ただ、こうした実践が深みと広がりを持っている一方で、社会における僧侶の役割期待は、

仏教界内が思うほどは変化していない。例えば、2017年に全日本仏教会が実施した「仏教

に関する実態把握調査」13）によれば、「仏教」「寺院」「僧侶」に、それぞれ「苦しいとき、

悩みのあるときにすがる」対象としてのイメージがあるのかを調査した結果では、相対的に

低く、「僧侶」には8.3%しかそのイメージを持っていなかった。「社会貢献・ボランティア

活動」のイメージとしてはさらに下がり、「僧侶」は6.7%であった。

　また、堀江（2021）による東日本大震災で家族を亡くした被災者への調査結果では、多く

の被災者が、仏教的習慣やツール、死生観をベースに亡くなった家族との絆（調査では「心

の絆」としている）を維持し、なかには、霊的体験に近い体験（声が聞こえた、気配を感じ

たなど）をしている被災者もいることが分かった。だが、そうした一見すると「自分たちの

出番だ」と僧侶が思うような内容について、宗教者に聞いてもらいたいことがあるかという

問いには、約７割の被災者が「ない」と回答していた。

　これらの調査結果から見えてくることは、僧侶側が「これは僧侶が聞くべき内容」と役割

認識しているものが、依然として社会における「役割期待」となっていないことを指し示し

ているのではなかろうか。「社会の苦しみのある人々に寄り添うことが僧侶の役割である」

という言説を否定する僧侶はおそらく少数派であろう。一方で、社会の側である当事者から、

「私の苦しみを僧侶に聞いてもらって、寄り添ってもらいたい」とのニーズが届いてくる状

況にはない。つまり、僧侶が本分を果たしたいと発露した時、現代社会では苦しみのある人々

と「出会いなおし」をするアクションが不可欠になってこよう。地域社会の「プレーヤー」

となるためのアクションには、すぐそばにある苦しみや悲しみにリーチできていない関係性

を見つめ直し、社会的に苦しみや悲しみが表現され得ないサイレントグリーフにも気づける

存在としての「役割期待」を再構築していく視点が重要となってくる。

社会的実践への自分史
　ここまでに、現代社会においては、ローカルレベルで僧侶がまちづくりに参画する意義が

大きいことを指摘したが、これまでにも多くの社会実践家僧侶が、ローカル・グローバルを

問わず、社会の課題に向き合い、寄り添ってきた。そうした僧侶が社会の課題に取り組もう

とする動機には、個々の自分史的動機付けと、僧侶として生きる上でのアイデンティティ形

成とが結びついた時に発露されるように見受けられる。社会にある無数の人々の「苦」すべ

てに応答し実践することは現実的ではなく、日々自分の目や耳に飛び込んでくるものに、「ほ

うっておけない」と心と体が反応する源泉には、特定の課題に動く動機や縁があり、そのさ

らなる根底には「僧侶」である本分が埋め込まれている（大河内2012）。これからの僧侶の
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プが、特定の社会課題の解決のため、共通のアジェンダに対して行うコミットメント」をい

う。主にビジネス世界で注目される概念ではあるが、本稿で話題とする地域課題への取り組

みにも援用可能であるものと考える。

　今、社会において「共生」の実現が不可欠であることは確認してきた通りだが、浄土宗に

おいて、このキーワードは、椎尾弁匡の共生運動から始まり、21世紀劈頭宣言で掲げてい

ることからも分かるとおり、「共生（ともいき）」は、社是ならぬ宗是といっても過言ではな

い。そこでもう一度、厚労省の推進する地域共生社会の実現に向けた「プレーヤー」に目を

向けた時、「寺院」はその範疇に入っているだろうか、という問いが想起する。例えば、よ

り具体的な認知症者への施策について見ていくと、現在、2017年からスタートしている「認

知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」11）がベースになっているが、2019年に閣議決

定された「認知症施策推進大綱」12）では、より「共生」と「予防」が強調され、認知症者に

接する民間企業や子どもたちへの認知症に対する正しい知識普及の拡充を謳っている。

　以上のような流れで地域社会の変化が押し進められているなか、「プレーヤー」と呼ばれ

る行政や地域包括支援センター、社会福祉協議会、施設運営者などが、地域共生社会づくり

に着手し始めているなか、僧侶（住職・副住職・寺族などを含む）はまだその「プレーヤー」

としての登場機会が少ないと言わざるを得ない。だが、「檀信徒」という閉じられたメンバー

シップとの非常に濃密なコミュニケーション基盤がある僧侶は、平素から、認知症の方と接

したり、介護する家族の苦悩を聞いたりしているのではないだろうか。認知症にかぎらず、

子育て、障害、ひきこもりなど、まさに「社会の縮図」が、寺院の数だけ存在し、日々現場

に接している。それらが地域に拓かれた時、各寺院が蓄積してきた「社会の縮図」である檀

信徒との交流が地域社会に活かされていくこととなり、さらに、僧侶は、檀信徒以外の同じ

ような苦しみや課題を有している多種多様な地域の人々に出会ってゆくことになる。「檀家

メンバーシップ」と「地域コミュニティ」は地続きであり、関係性の開閉の選択によって、

僧侶は地域に飛び出すこととなる。

　今一度、寺院の置かれている課題に立ち戻ると、寺離れによる檀信徒の減少、儀礼の簡素

化や埋葬の多様化による収入の減少等の課題は、まさに関係性を開くことでしかその解決糸

口は見えてこない。社会にとって不可欠な「共生」の価値観と理念の醸成は、浄土宗の宗是

である。つまり、社会と寺院の課題を掛け合わせた時、異なるセクターの多種多様な「プレー

ヤー」によるまちづくりが推進される今、僧侶は、どのようなアクションをすることで「共

生」を宗是とした重要な「プレーヤー」になり得るか、という問いが立ち上がってこよう。

「苦」に出会いなおす役割期待の創出
　僧侶に何らかのアクションが必要であることを指摘した。本項では、そのアクションの本

質について、社会学的な役割期待から考えてみたい。

　1980年代以降の仏教者の社会的実践を俯瞰した時、ビハーラ運動（仏教と医療・看護・

福祉）、ホームレス支援（葬送支援）、自殺防止・自死遺族支援、臨床宗教師・臨床仏教師の
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現在の社会保障システムを維持した場合、現役世代は極めて大きな負担を強いられることに

なり、制度そのものの抜本的改革も急務となっている。そのため、出来るだけ医療保険や介

護保険にかからない健康寿命を伸ばす必要があり、「人生100年時代」を標語に様々な認知

症予防やフレイル予防プログラムなどが推奨されている。

　こうした課題が現前し始めたなかで、これまでの高齢者を対象とした地域包括ケアシステ

ムから、障害者や児童など、地域の様々な課題を包括的にケアするシステムを構築するモデ

ルづくりが始まっている。現在、厚労省などは、主に現在の地域包括支援ケアセンター、社

会福祉協議会、地元密着型のNPO等が中心となって、小中学校区域のなかの地域住民が主

体となって地域にある課題に取り組む体制づくり支援を、2025年を目処に全国に展開した

いとしている7）。

問いの創造
　人間は、究極的な「苦」である老病死の回避や改善を目指して科学技術を進歩させてきた

ものの、その超克は果たし得ない。むしろ、長寿社会となった今、これまでのライフスタイ

ルや価値観の変化と社会システムの転換が不可欠なものとなった8）。また、地域や家族単位

の助け合いが、サービスなどへのアウトソーシング化で弱体化したなか、もう一度地域力を

土台とした社会の再構築が必須となってきた。より良く生きること、自分らしく生きること

は、それぞれの人生選択のみで完結するのではなく、住まうまちそのものに共生理念が具現

化した場所でなければ、超克し得ない老病死が横たわる人生において、「生」を受け入れて

生きるのは困難となるであろう。今まさに、社会には「共生」の価値観の具現化が急務な局

面を迎えている。

　他方、寺院を取り巻く状況についても、社会同様に存続の危機に直結する課題に直面して

いる。2020年初頭よりわが国でも流行した新型コロナウイルス感染症の拡大は、さらに寺

院経営を圧迫し、将来不安を増幅させた9）。「寺院消滅」時代と言われる昨今、浄土宗にお

いてもその危機意識の発露と対策への提言が示されている10）。

　「共生」の実装化は、地域社会にとっても寺院にとっても急務であることは言うまでもない。

しかも、寺院は地域社会の一部であり、社会資源でもあるはずである。今の多くの寺院に何

が足りないのか。このことを探るための「問い」をソーシャルデザインとコレクティブ・イ

ンパクトから考えてみたい。ソーシャルデザインとは、地域の課題を解決するためのアプロー

チとして注目されている概念で、「人間の持つ『創造』の力で、社会が抱える複雑な課題の

解決に挑む活動」（筧2019）をいう。「デザイン」という言葉が使われていることからも想

像できるとおり、ある課題に対して、いくつかの資源を掛け合わせながらその課題の解決や、

課題を包摂するための新たな価値観の創造を目指していくものである。このような掛け合わ

せのなか、特に新たな価値観の創造を意識したアプローチ法として現在注目されているのが

コレクティブ・インパクトである。井上（2019）によると、コレクティブ・インパクトとは

「社会変化の共創」と訳され、「異なるセクターから集まった重要なプレーヤーたちのグルー
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難場所になったこと、慰霊・追悼の拠点であることが改めて確認されたが、平時にお

いて地域の人々は寺の存在をどのように認識し、それぞれの人生観や社会観とかかわ

らせているだろうか。

の３点を明らかにしながら、先駆的な地域社会に深くコミットする寺院の役割について明ら

かにしている。本研究で紹介する筆者の社会的実践も、この３点を意識したなかで展開して

いるものであることを付記しておきたい。

研究方法と本稿の限界
　本稿では、アクションリサーチ（action research）の研究手法で、主に2017年頃から

2021年12月までの筆者の社会的実践4）について記述する。アクション・リサーチとは、レヴィ

ン（Kurt Lewin）によって提唱された概念で、「理想的な社会」を実現するための思いを共

有する研究者と研究対象者とが展開する共同的な社会実践を指す（矢守2010、稲場2012）。

筆者は現在、実践主体となりつつ、地域共生社会という理想的な社会の実現に向けた社会的

実践を記述する研究を行っている。一般的なアクションリサーチでは、社会的実践の主体は、

研究者とは別にある上で、積極的介入によって望ましい社会や価値観の創造を目指していく

ものであるため、本論の筆者の立ち位置はやや特殊であるということを指摘しておく。

　また、本研究主題の社会的実践に至るプロセスについては、若干のオートエスノグラフィ

（autoethnography）を用いて述べる。オートエスノグラフィとは、調査者が自己を対象と

して、主観的な経験を表現しながら、それを自己再起的に考察する方法論を指し、「自伝的

民族誌」などと訳される（井本2013、石原2020）。

　尚、本稿は社会的実践の初動を記述することを目的としており、協働者や地域社会の変化

等の質的調査と実証的検証については今後の研究課題としたい。

地域共生社会とは
　「人生100年時代」5）という標語が使われ始めたわが国において、厚生労働省は、「地域共

生社会」を掲げ、縦割りのサービスを包括的にとりまとめる拠点づくりと住民の地域参加を

促すことで、「地域力」を土台としたまちづくりを推奨する方針を示している。

　背景には、平均寿命が伸び続け、また社会構造が複雑化した点にある。例えば、ひきこも

りが社会問題化した当初は若年世代であった当事者が現在は50代になり、80代の高齢の親

の経済力に依存して暮らしている「8050問題」（最近はさらに高齢化し「9060問題」と言わ

れることもある）や親の介護と子育てが同時期にやってきて負担が増す「ダブルケア」など

の社会的課題が表面化してきたことなどが挙げられる。そして、団塊の世代が後期高齢者と

なる「2025年問題」が目前となり、今後、この世代が死亡していくであろう2040年代あた

りには、年間約160万人が死亡する超多死社会を迎えるとされている。この時、高齢者の3

人に１人は認知症になり、全体の４割が独居世帯といった社会が想定されている6）。加えて、
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地域共生社会における寺院の役割をめぐる
アクションリサーチ　　　　　　　　　　
〜「苦」に出会いなおすための社会的実践の創造 〜

大河内　大博

問題の所在と研究目的
　現代社会は、科学技術のイノベーションによって、飛躍的に健康福祉の増進がもたらされ

た一方、多くの課題も顕在化し、複雑化している。その時代に暮らす私たちの生き方や価値

観も多様性を持ち、競争原理に晒されつつも、共存・共生の重要性がより一層指摘されてき

ている。そのような現代社会において、課題のいくつかは解決の難しいものもあるため、解

決志向ではなく課題から紡がれる新たな価値観を創造することで、課題を抱えつつもより良

い社会システムやライフスタイルを設計していくという発想に注目が集まっている1）。

　本稿の中心課題である解決困難な老病死の「苦」に着目した時、わが国は、世界のどの国

も未だ経験したことがない少子高齢社会の人口構造を加速化していく運命のなかにある。今

後、高齢者人口は増加し続け、生産労働人口は減少していく。高齢者の増加により、慢性疾

患、急性疾患、認知症、フレイル等、老いや病と、時に闘い、時に共存し、生活する人々を

支える仕組みが必要となる。また、年間死亡者数で見ても、いわゆる団塊の世代が寿命を終

えていくであろう2040年代には、年間160万人以上が死亡する「超多死社会」を迎え、その

後、さらに人口減少した社会へと突入していく2）。

　このような社会課題が顕在化しているなか、仏教寺院もまた多くの課題に直面している。

そこで、本稿では、互いの課題を掛け合わせた視点から、地域社会における寺院の役割につ

いて、筆者の社会的実践を記述して考察する。特に「地域共生社会」3）がメインタームとな

りつつわが国において、寺院が地域にある「苦」にいかに出会いなおしするかについて検討

を試みたい。

　尚、地域社会における寺院の役割については、すでに多岐にわたる先駆的実践があり、事

例紹介や実証的研究も蓄積されてきている。例えば、櫻井と川又ら（2016）によるソーシャ

ル・キャピタル（social capital）の視点からの寺院と地域の関係性については示唆に富む内

容が多くある。この研究では、

①	 寺院は地域社会の檀徒やそれ以外の住民とどのような関係を取り結び、日常の法務や

行事においてどのような関係の維持・強化を図っているか。

②	 寺院の住職や家族（寺庭婦人/坊守などの寺族）は地域社会でどのような公職（民生

委員や教育委員など）やボランティア的な社会活動を担い、地域社会の活性化に寄与

しているのか。

③	 仏教寺院の存在が地域の人々に提供する物心両面の意義とは何か。震災時には緊急避
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・「五停心観と五門禅」（関口真大編『仏教の実践原理』山喜房仏書林、1977）
金沢篤
・「猿の心」（『駒澤大学仏教学部研究紀要』67、2009）
五島清隆
・「チベット訳『梵天所問経』－和訳と訳注（2）」（『インド学チベット学研究』14、2010）
櫻部建、小谷信千代
・『倶舎論の原典解明　賢聖品』（法蔵館、1999）
高崎直道
・「瑜伽行派の形成」（『唯識思想』（「講座・大乗仏教」8）、春秋社、1990）
田上太秀
・『菩提心の研究』（東京書籍、1990）
ツルティム・ケサン、藤仲孝司訳
・『菩提道次第大論の研究』（文栄堂、2005）
福永勝美
・『仏教医学事典　補・ヨーガ』（雄山閣出版、1980）
仏教思想研究会編
・『苦』（「仏教思想」5、平楽寺書店、1980）
丸山博監修、アーユルヴェーダ研究会編
・『インド伝統医学入門　－アーユルヴェーダの世界－』（東方出版、1992）
望月海慧
・『全訳　アティシャ　菩提道灯論』（起心書房、2015）
山下勤
・「インド伝統医学文献における個体論　－ Āyurveda における Śārīrasthāna の研究」（Thesis of Disserta-
tion、京都大学、1998）
K.G. ジスク著、梶田昭訳
・『古代インドの苦行と癒し　－仏教とアーユルベーダの間－』（時空出版、1993）
P. クトムビア著、幢井勉、坂本守正訳
・『古代インド医学』（出版科学総合研究所、1989）
テリー・クリフォード著、中川和也訳
・『チベットの精神医学　－チベット仏教医学の概観－』（春秋社、1993）
国訳一切経印度撰述部
・『宝積部六』（大東出版社、1972）
・『瑜伽部一』（大東出版社、1977）
・『瑜伽部二』（大東出版社、1977）
・『瑜伽部六』（大東出版社、1977）
P.L.Vaidya
・Bodhicaryāvatāra of Śāntideva with the Commentary Pañjikā of Prajñākaramati, Buddhist Sanskrit Texts no.12, 
Darbhanga, 1988
Cecil Bendall
Śikshāsamuccaya、名著普及会、1977（復刊）
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のようなもの。〔すなわち〕欺くと観察すべきである。47）菩薩は、身は光影 119）のようなも

の。〔すなわち〕欺く自体と観察すべきである。

　家長たちよ、菩薩大士はそれら四十四種類120）により身を観察すべきである。

　そのように観察する菩薩大士は、身について身として欲すること（ʼdun pa）と、身につい

て喜ぶことと、身を我所にすることと、身を渇愛することと、身に住することと、身を思い

込むことである、それらすべてを断除する。

　命（srog）について命として欲することと、命について喜ぶことと、命を我所にすることと、

命を渇愛することと、命に住することと、命を思い込むことであることと、同じく、財宝と、

穀物と、家と、妻と、息子と、娘と、食べ物と、飲み物と、着物と、乗り物と、臥具（寝具）

と、花と、薫香と、お香と、鬘（ネックレス）と、塗香と、資具すべて〔に至る〕まで〔、

それら〕諸々について欲することと121）、喜ぶことと、我所にすることと、渇愛することと、

住することと、思い込むことである、それらすべてを断除する。〔すなわち〕彼は身と命を〔そ

のように〕見ない。同じく、財宝と、穀物と、家と、妻と、息子と、娘と、食べ物と、飲み

物と、着物と、乗り物と、臥具（寝具）と、花（P.Zi207a）と、薫香と、お香と、鬘（ネッ

クレス）と、塗香を見ないで、六の波羅蜜を速やかに円満に完成させる。家長たちよ、菩薩

大士は、六の波羅蜜を円満に完成させて（施護 p.68c）から、速やかに無上の正等覚を現等

覚する。（中略）」

【小結】

・大乗仏典の『勇施長者所問経』を手がかりにして、貪欲を超克する観法（不浄観）につい

て考察、並びに紹介を行った。本経が説く不浄観は、身への執着や渇愛を捨てる具体的手段

であり、これを行った上で根源的な苦からの解放を完成させる六波羅蜜行が提示される。

・インド古典医学の知識に基づく、人体に対する解剖学的所見が本経の大きな特徴であるが、

不浄観に際して法無我、空の要素が加味されていることが最大の特徴である。これは、後に

行われる密教の生理的ヨーガの前身とも呼べるものである。

【主な参考文献】
石田瑞麿訳注
・『往生要集』上、岩波文庫、1992
一郷正道（研究代表者）、小澤千晶、太田蕗子（共同編集者）
・『瑜伽行中観派の修道論の解明－『修習次第』の研究－』（基盤研究（C）、成果報告書、2011）
瓜生津隆真校註
・『十住毘婆沙論Ⅰ』（「新国訳一切経」釈経論部十二、大東出版社、1994）
大南龍昇

119）P.mig g-yor、D.mig yor；乱視において見える二重の像である。
120）注 87 を参照。「brtag par bya（観察すべきです）」という項目を数えると、四十七になる。
121）yo byad thams cad kyi bar dag la ʼdun pa dang；白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「一切楽具」、施護訳「一

切受用楽具」
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すべきである。33）菩薩は、身は糞と、尿と、唾と、鼻水と、膿と、血により満たされる。〔す

なわち〕見るにふさわしいものではないと観察すべきである。34）菩薩は、身は食べ物と飲

み物より生起したものであり、……（rang gi kha na las pa）ではないと観察すべきであ

る113）。35）菩薩は、身は無常である。〔すなわち〕きわめて尽きてしまう法性（chos nyid）

であるので、無益な破壊114）により（glags pas）破壊されたと観察すべきである。36）菩薩は、

身は多くの反問者（敵対者／反駁者）115）が生ずるので、敵のようなものと観察すべきである。

37）菩薩は、身はたびたび苦を領受するので、殺害者のようなものと観察すべきである 116）。

38）菩薩は、身は三の苦により悩害された。三は何かというと、すなわち行苦と壊苦と苦苦

によって、苦の（を受ける）器117）であると観察すべきである。39）菩薩は、身は五蘊が現

成したので（身とは有漏の五蘊なので）、苦の塊（gong bu 結合体）であると観察すべきであ

る。40）菩薩は、身は別異の縁（rkyen tha dad pa）より生起したので、我が無く（bdag med 

pa）、主が無い（bdag po med pa）と観察すべきである（人無我）。41）菩薩は、身は男と女

を離れているので、生命が無いと観察すべきである。（P.Zi206b）42）菩薩は、身は蘊と界

と処について（kyis）空であると観察すべきである（法無我）118）。43）菩薩は、身は夢のよ

うなもの。〔すなわち〕空疎だと観察すべきである。44）菩薩は、身は幻術のようなもの。〔す

なわち〕実在（yang dag pa）でないと観察すべきである。45）菩薩は、身は（D.Ca200a）陽

炎のようなもの。〔すなわち〕錯乱させるものと観察すべきである。46）菩薩は、身は反響

113）byang chub sems dpaʼ lus zas dang skom las ʼbyung ba ste rang gi kha na las pa ma yin par brtag par bya /；
rang gi kha na las pa の理解が困難である。直訳すると「自身の口における行為」となる。ただし kha 
na は kho na（只）の別表記の可能性もある。その場合は、「〔身は〕自身の行為のみで〔生起したの
で〕はないと観察すべきである（身は飲食物を含む因縁所生）」となる。これは菩提流支訳と同じ
方向の理解である。；白法祖訳「観身係属飲食所盛（〔菩薩は〕身を、飲み物と食べ物の、盛んなる
ことに結びつくと観察する）」、菩提流志訳「三十二者身不自由、依飲食生故（三十二は、〔菩薩は〕
身は思いのままにならない〔と観察する〕。飲み物と食べ物に依存して生きるものだから）」、施護
訳「菩薩観身耽著滋味（菩薩は身を滋味に夢中になり、耽るものだと観察する）」　漢訳には、身は
飲食物なしには維持できない点、そして時にはそれに依存してしまう点が説かれている。

114）注 104 を参照。
115）健康面など、思いとおりにならないことが生じる喩え。　P.phyir dgol ba、D.phyir rgol ba；後者

の表記が通常である。白法祖訳「観身如讎恒多怨害（〔菩薩は〕身を、仇敵のごとく、常に多くの
怨害を加えるものと観察する）」、菩提流志訳「三十四者身為悪友多逆害故（三十四は、〔菩薩は〕
身は悪友である〔と観察する〕。多くの逆害〔を与えるもの〕だから）」、施護訳「菩薩観身如悪友（菩
薩は身を悪友のようなものと観察する）」

116）殺害者が業の酬いとして大きな苦が受けるごとく、身がうける苦は大きいことをいう。
117）P.gnod pa（加害）、D.snod pa；後者を採る。白法祖訳「観身苦器生死劇痛」、菩提流志訳「三十

六者身為苦器苦所逼故」、施護訳「菩薩観身為苦器」
118）五蘊、あるいは十二処、十八界は元来「一切法」とも呼ばれている。初期仏教の「一切法無我」

について、バーヴィヴェーカ著『般若灯論』では人無我のみであると限定的に解釈するのに対して、
チャンドラキールティはブッダパーリタを擁護して、それは法無我を意味していると解釈する。中
観帰謬論証派は、大乗だけでなく、声聞乗にも法無我が説かれたと主張する（例：『小空経』）。
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きである。18）菩薩は、身は法について迷妄なので、物質100）であると観察すべきである。

19）菩薩は、身は次第に成立する101）し、最後に滅するので、物質のようなものと観察すべ

きである。20）菩薩は、身は憂いの102）多くの侵害により満たされるので、弱小だと観察す

べきである。21）菩薩は、身は最後に老、死になるので、頼り103）が無いと観察すべきである。

22）菩薩は、身は諂と誑の行動により破壊された104）と観察すべきである。23）菩薩は、身

は満たしがたいので、地の底のようなものと観察すべきである。24）菩薩は、身は喜びの色

（dgaʼ baʼi gzugs）であり、楽の色であると思い込む（zhen pa）ので、火のようなもの105）と

観察すべきである。25）菩薩は、身は五の妙欲により知足しない（満ち足りない）ことを観

察すべきである。26）菩薩は、（施護 p.68b）身は貪着と忿怒により破壊されることを観察す

べきである。27）菩薩は、身は恭敬106）と侵害を領受するので、堅固でないと観察すべきで

ある。28）菩薩は、身は、川の流れのように他と他が生起することにより、他と他の縁とし

て、観察すべき（P.Zi206a）である107）。29）菩薩は、身は（菩提流支 p.541c）多種多様な非

如理（tshul bzhin ma yin pa）を作意する分別（D.Ca199b）による意の思惟（yid kyi sems pa）〔に

基づくもの〕であると観察すべきである108）。30）菩薩は、身は最後に〔死骸を捨てる〕寒

林（dur khrod）に到るので、してもらったことに感謝しない（〔身体に〕なしたことは報わ

れない）と観察すべきである109）。31）菩薩は、身は狼110）と、ジャッカル111）と、犬〔すな

わち〕生肉を食べるものたちの食べ物と観察すべきである。32）菩薩は、身は骨と筋の梁に

より関連させられている（結びつけられている）ので、機械仕掛け112）のようなものと観察

100）bems po；精神（rig pa. 了知）との対比で用いられる。
101）P.grub（過去時制）、D.ʼgrub（現在時制）
102）P.gyi（属格）、D.gyis

103）P.ston pa（説示する）、D.rton pa；後者を採る。；白法祖訳「観身無頼常懐多憂」、菩提流志訳「二
十者無有救護必壊滅故」、施護訳「菩薩観身無帰趣」

104）glags pa；Jäschke,A Tibetan English Dictionary によると rlog pa の誤表記。
105）五蘊が燃えている、盛んになっている状態が苦しみであることを踏まえた表現。
106）P.sti stang、D.bsti stang

107）身体は、川の流れのように一所にとどまらないという譬え。因果が間断なく続くことの譬えと
して、川の流れがある。時間的な譬え。

108）十二支縁起の起点となる「無明」の因に「非如理作意」を挙げる場合がある。身体とは、それ
に基づく惑→業→苦の産物（身体）であることを述べている。

109）byas pa mi gzo bar brtrag par bya；白法祖訳「観身無友極養会離（〔菩薩は〕身は友とならない、最
終的に養っても別れると観察する）」、菩提流志役「二十八者身不知恩、必棄塚間故（二十八は、〔菩
薩は〕身は恩を知らない〔と観察する〕。必ず墓地に棄てられるものだから）」、施護訳「菩薩観身
棄背畢竟（菩薩は身を最終的には棄てられ、背くものだと観察する）」

110）P.spyang keʼu、D.spyang ke；辞書類には spyang ki と表記される。
111）P.lce spyang、D.ce spyang；直後の偈頌では両者とも後者の表記である。漢訳では「狐」とも翻訳

される。
112）ʼkhrul ʼkhor；これは ʼphrul ʼkhor と表記されるべきものである。流志「三十者身如機関筋骨相持故」、

白法祖「観身機関展轉無数」、施護「菩薩観身如輪盤影現。筋骨連接故」
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四十四種類 87）により身を〔無常であり、無我であると〕観察すべきです。（白法祖 p.64b）

四十四種類は何かというと、すなわち、家長たちよ、これについて菩薩大士は、1）身（有

漏の五蘊）は快くないし、自性により（本質的に）不調和である（rang bzhin gyis mi ’thun pa 

ste）88）。〔すなわち〕劣っている89）と観察すべきである。2）菩薩は、身は膿が漏れる、臭い

がひどいと観察すべきである。3）菩薩は、身は最後に滅する、〔すなわち〕心髄が無いと観

察すべきである。4）菩薩は、身は筋（rgyus pa）の梁90）により関連づけられている、〔すな

わち〕か弱いと観察すべきである。5）菩薩は、身は不浄が漏れる。〔すなわち〕不浄である

と観察すべきである。6）菩薩は、身は正しいもの91）ではない、〔すなわち〕幻術のような

ものと観察すべきである。7）菩薩は、身は賢明でない人、〔すなわち〕幼稚な者、異生（凡

夫）たちを錯乱させると観察すべきである。8）菩薩は、身は滅するし、九の穴を通じて〔体

内の不浄物が〕漏れる92）と観察すべきである。9）菩薩は、身は貪欲の火により燃えると観

察すべきである。10）菩薩は、身は瞋恚の火により焼けると観察すべきである。11）（D.Ca199a）

菩薩は（P.Zi205b）、身は愚痴の火により一つの炎になった（火に包まれた）と観察すべき

である。12）菩薩は、身は貪欲と、瞋恚と、愚痴により盲目になった93）と観察すべきである。

13）菩薩は、身は貪欲（’dod chags）の網により覆われたし、渇愛（sred pa）の網に入った

と観察すべきである。14）菩薩は、身は遍く〔毛〕穴94）により満たされたことにより、〔毛〕

穴の住処と観察すべきである 95）。15）菩薩は、身は四百四の病 96）により悩害される 97）と観察

すべきである。16）菩薩は、身を八万四千種類の虫（Tib.srin bu,Skt.kṛmi）の住処と観察す

べきである。17）菩薩は、身は死する法性（chos nyid）98）であるので、無常だと99）観察すべ

87）以下、brtag par bya（観察すべきです）という項目を数えると、四十七になる。なお、白法祖訳に
は「菩薩大士四十二事観身行法」とあり、以下の偈頌による再説は四十三になるので、問題がある
ようである。菩提流支訳には「応観此身四十四種」とあり、以下の偈頌による再説は四十五になる
ので、同様に問題があるようである。施護訳には「菩薩摩訶薩以如是等四十四相観察於身」とあり、
以下の偈頌による再説は四十四である。

88）本質的に自分に合ってないことの譬え。
89）P.smad par、D.sman par（医師）；文脈より dman pa と読んだ。
90）bog re は、ba gam（天井の梁や建物のその部分、またはそれを有する宮殿）を意味する古語である。
91）P.yang dag paʼi（正しいものの）、D.yang dag pa；文脈より後者を採る。
92）P.ʼjig par、D.ʼdzad par；文脈より後者を採る。；菩提流志訳「七者是身瘡門九処常流故」
93）P.ldangs par（起こされた）、D.ldongs par；文脈より後者を採る。施護訳「謂貪火所焚瞋火猛聚痴

火暗冥故」
94）bu gu；白法祖訳「観身如瘡衆患纏繞」、菩提流志訳「十三者是身瘡聚瘡遍満故」によれば傷口だが、

施護訳「菩薩観身竅穴所依。以九竅門及諸毛孔周遍流注雑穢充故」は通常の身体の穴である。
95）v.8 で「九穴」を出すので、ここは「毛穴」も含めた表現と理解した。
96） 仏典が出す一般的な病の総数。
97）P.gtsebs par、D.gtses par；表記は後者が正しい。白法祖訳「観身可患四百四病」、菩提流志訳「十

四者是身不安四百四病故」、施護訳「薩観身多種逼悩。四百四病常増損故」
98）chos nyid；「法〔ただそれ〕のみ」と和訳してもいい。漢訳には手がかりがない。
99）P.mi brtag par、D.mi rtag par；後者が正しい。
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る 82）。身の火 83）において、悪い吐瀉物の護摩（火供）をなす 84）。常に〔汗として〕へりへ漏

れおちる 85）。身の支分それらは、すべて〔の点〕から見て不浄であり（好ましくなく）、臭

く膿の自性であるなら、これについて誰が尊重するのか。〔身は、〕刹那必要とされるから借

り物の器ほど〔のようなもの〕として〔存在するが、〕尽きるものだし（skad cig dgos paʼi 

phyir snod brnyan ma tsam du zad pa dang）、荷物を運ぶための車のようなもの〔、ただそれ〕

のみであると、法の知により執らえよう。それについてこのように言おう－（中略）」

7. 翻訳による紹介（2）「四十四種類の自身の観察－無常と無我－」86）

「（P.Zi205b）（D.Ca198a）（菩提流支 p.541b）次に世尊はまた、家長〔である〕勇施と、五百

人ほどの家長彼らに対して宣べられた－「家長たちよ、これについて菩薩大士は無上の正等

覚（yang dag par rdzogs pa’i byang chub）を現等覚したいと欲することにより、〔以下の〕

82）P.gsol pa（召し上がる）、D.gso ba；文脈より後者を採る。菩提流志訳「六味長養」
83）四の大種（粗大元素）のうちの一つで、暖かさを意味する。
84） P. ngan skyugs kyi sbyin pa sreg byed pa、D.ngan skyugs kyi sbyin sreg byed pa；北京版「布施された悪

い吐瀉物を燃やす（消化する）」、デルゲ版「悪い吐瀉物の護摩（火供）をなす」となる。食物を消
化する人体を、熱を発生するシステム、内燃機関として見ている。翻訳に当たっては、「護摩（火供）」
を出すデルゲ版の読みを採用した。『アーユルヴェーダ』では、火（アグニ）は、生物の体内では
食物を消化し、栄養を循環させる作用を持つと考えられていた。こうしたインドの古代医学の知識
を背景とする記述と理解した。漢訳諸本は以下のとおりである。白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「猶
如祠火呑受無厭（〔身は〕祠の〔灯〕火のごとく、〔食物を〕飲み込むことに満足がない）」、施護訳「吸
諸滋味、内火大増、熾然焼煮（〔身は〕諸々の滋味を吸収し、体内の火を盛んにして、燃やし、焼き、
煮る）」　菩提流支訳は「護摩（火供）」を想定しており、施護訳は生命現象としての「燃焼（消化）」
を想定している。なお、北京版「sbyin pa（布施）」については不明であるが、五島〔2010〕p.112 注
138 に出る『菩薩地』の記述（五島訳）を参考にさせて頂いた。

　「Tib：skyugs pa za ba. Ch2：食吐者 .Cf. Bodhis：「吐いたものを食べる生活をしている人々のために、
菩薩が飲み物や食べ物を、飲んでは吐き、食べては吐くことは、菩薩にとって内的なものと外的な
ものの混交した布施である、と言われる」

　yat punar bodhisattvo vāṃtāśijīvināṃ sattvānām arthe bhuktvā bhuktvā annapānaṃ vamati, tat saṃsṛṣṭaṃ 
ādhyātmikabāhyavastudānaṃ bodhisattvasyety ucyate.（114.25-115.1）」

85）P.ʼjig pa（滅する）、D.ʼdzag pa；直後の偈頌では後者が見られるし、ここでの施護「逼切疲極。身
脈汗流」を参照すると後者が良いかもしれない。

86）後続「偈頌による再説」（チベット訳は四十四偈頌を出す）は紙数の関係で割愛する。以下の和
訳の点線部分に相当する箇所に対して、シャーンティデーヴァ著『集菩薩学論』第十三章「念処品」
からの当経のサンスクリット逸文が回収される。原文は以下の通りである（cf.Bendall〔1977〕p.232）。

　tathā prabhaṅguraḥ | prasravan bodhisatvena kāyaḥ pratyavekṣitavyo nava vraṇamukhair yāvat āvāso bodhisat-
vena kāyaḥ pratyavekṣitavyaḥ | aśītikrimikulasahasrāṇām | | pe | | parabhojano bodhisatvena kāyaḥ 
pratyavekṣitavyaḥ | vṛkaśṛgālaśvapiśitāśināṃ | yantropamo bodhisatvena kāyaḥ pratyavekṣitavyaḥ | asthisnāyu
yantrasaṃghātavinibaddhaḥ | asvādhīno bodhisatvena kāyaḥ pratyavekṣitavyaḥ annapānasaṃbhūta iti vistaraḥ 
| | tatraiva jñeyaṃ |
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ように個々に充満している。皮膚は七の次第により遍く包んでいる（lpags pa rim pa bdun 

gyis kun nas bskor ba /）81）。六の味わい（ro bro；甘、酸、苦、淡、辛、塩）により養われ

81） 白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「七重皮裏」、施護訳不明瞭
　福永〔1980〕は、仏典に出る代表的な皮膚層の理解として、『清浄道論』の二層節を紹介する。そ

の一方で、インド古典医学を扱った山下〔1998〕pp.110-111 には、皮膚を六層に分類する『チャラカ・
サンヒター』（Carakasaṃhitā ／ CS）、『ベーラ・サンヒター』（Bhelasaṃhitā ／ BhS）の説、そして
七層に分類する『スシュルタ医録』（Suśrutasaṃhitā ／ SS）の説が紹介されている。本経典の成立背
景を示唆するものでもあるから、引用として挙げさせて頂く。以下のとおりである（注番号と注記
内容は省略）。

　「身体には、6 つの皮膚がある。すなわち、外側にある皮膚は「水を保持するもの」（udakadharā）
であり、第 2 の〔皮膚〕は「血を保持するもの（asṛgdharā）であり、第 3 の〔皮膚〕はシドマ

（sidhma）、キラーサ（kilāsa）〔という白斑病変〕が生じる場所であり、第 4 の〔皮膚〕はダドルー
（dadrū）、クシュタ（kuṣṭha）〔という重篤な皮膚病〕が生じる場所であり、第 5 の〔皮膚〕は
アラジー（alajī）、ヴイドラディ（vidradhi）〔という腫蕩〕が生じる場所であり、第 6 の〔皮膚〕
はそれが切断されると〔その人は〕窒息し、盲人のように暗黒に入る。また、黒い血をもち粗
大な根を有する最も治療困難なアルス（arus）〔という疾患〕がこの（第 6 の皮膚）に位置し、
関節において生じる。以上が 6 つの皮膚である。」（CS Śā 7.4）（BhS Śā7.1 もほぼ同じ）

SS は、次に示すように、皮膚を 7 層に分類し、それぞれを説明している。
　「7 つの皮膚が存在する。これらのうちの第 1 の〔皮膚〕は、「輝くもの（avabhāsinī）という名で、

全ての色を表わし、また 5 種の影を現わす。それは米粒の 1/18 の量（厚 さ）であり、シドマ
（sidhma）〔という白斑病変〕、蓮華状突起病変（padmakaṇṭaka）の場所である。第 2 の〔皮膚〕
は「赤いもの（lohitā）という名であり、米粒の 1/16 の量でありあり、ティラカーラカ（tilakātaka）、
ニヤツチヤ（nyaccha）、ヴィアンガ （vyaṅga）〔という黒色・褐色病変〕の場所である。第 3 の〔皮
膚〕は、「白いもの（śvetā）という名であり、米粒の 1/12 の量であり、小膿疱（carmadala）、
アジャガツリー（ajagallī）、マシャカ（maśaka）〔という疣状病変〕の場所である。第 4 の〔皮
膚〕は、「暗赤色のもの（tāmrā）という名であり、米粒の1/8の量であり、様々なキラ一サ（kilāsa）

〔という白斑病変〕、クシュタ（kuṣṭha）〔という重篤な皮膚病〕の場所である。第 5 の〔皮膚〕は、
「ヴェーディニー」（vedinī）という名であり、米粒の 1/5 の量であり、クシュタ（kuṣṭha）、ヴィ
サルパ（visarpa）〔という重篤な皮膚病〕の場所である。第 6 の〔皮膚〕は、「ローヒニー」（rohiṇī）
という名であり、米粒の量であり、グランティ（granthi）、アパチー（apacī）、アルプダ（arbuda）、
シュリーパダ（ślīpada）、ガラガンダ（galagaṇḍa）〔という結節性の病変〕の場所である。第 7
の〔皮膚〕は、「肉を保持するもの」（māṃsadharā）という名であり、2 つの米粒の量であり、
痔痩（bhagandara）、ヴィドラディ（vidradhi）〔という腫蕩〕、痔疾（arśas）の場所である。こ
のように示されたところの〔皮膚の〕量（厚さ）は、肉付のよい部分におけるものであって、額、
小指などにおけるものではない。」（SS.Śā4.4）

　　CS、SS ともに特定の疾病（または症状）の発生箇所と、各皮膚層とを関連付けて述べている。
しかも、その疾病（または症状）が重篤なものほど、皮膚の深い層で発生するとしており、臨床上
の観察をもとに分類がなされている点が注目される。このように CS と SS の各皮膚層の分類、記述
の形式はよく似ている。しかし、SS では各皮膚層の厚さをそれぞれ米粒の大きさとの対比によって
示し、また疾病（または症状）の種類や皮膚層の名称も多く挙げるなど、CS の記述に比べると、
より詳細でよく整理された記述となっている。」
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経脈66）により包まれている。七百の脈管により満たされている67）。（P.Zi204b）七百の筋によ

り連関している。十六の腱により支えられている。二の腱により遍く纏われている。三尋

半68）の小腸69）により内を満たした70）。大腸71）と胃と関係する直腸72）は十六の次第に巻いて

いる。二千五百の微細血管により抜け道 73）が作られた。百七の性質（急所）74）によって〔身

は〕壊れた器のようにごちゃごちゃになる 75）。十万八十のコーティ（千万）の毛穴により草

のように覆われた 76）。五根（眼根、耳根、鼻根、舌根、身根）の九の穴（両眼、両耳、両鼻、口、

前後陰部の穴（孔））が有る。七の処（両掌、両足、両肩、うなじ）を具えている。不浄に

より満たされている。一掬
すく

い 77）ちょうどの〔量の〕脳と、三掬
すく

いの〔量の〕膏
あぶら

と、六掬
すく

い

の〔量の〕涎液と、六掬
すく

いの〔量の〕胆汁と、風によりすべてが導かれたのと、血〔の量〕

が一升 78）と、悪い吐瀉物 79）〔の量〕が一
ひと

杓
しゃくし

子と、それらすべてが、仕切りを持った倉庫 80）の

66）sdom rtsa；白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「六脈相繫」、施護訳「六百脳」 

67）cf. 山下〔1998〕p.121
　　脈管には、シラー（sirā）とダマニー（dhamanī）の二種類があり、そのうちのシラーについて、『チャ

ラカ・サンヒター』（Carakasaṃhitā ／ CS）と『スシュルタ医録』（Suśrutasaṃhitā ／ SS）は共に七
百を出す。 

68）ʼdom（尋）は長さの単位であり、八尺（約 2.4 メートル）に相当する。
69）山下〔1998〕p.258 には、『スシュルタ医録』『シャリーラ・スターナ』の第 5 章第 9 節に「腸（antra）

の長さについて」の解説がある点を指摘する。
70）P.bzhi nang ʼol byas pa、D.bzhis nang khrol byas pa； 白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「長三尋半。於內

纏結」、施護訳不明瞭
71）long ka；『蔵漢大辞典』は long ga と出ている。
72）gnye ma；は厳密には大腸と直腸の間を指す。
73）skar khung そのものは通気口やそのための小窓を意味する。白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「二十

五気脈猶如窓隙」、施護訳「二千五百脈道透映」
74）gshis；白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「一百七関穴如破碎器」、施護訳「一百七節」
75）shig shig por；Jäschke,A Tibetan English Dictionary に動揺の状態を表すものとされている。
　cf. 山下〔1998〕p.121
　　急所（Skt.marman）について、『チャラカ・サンヒター』（Carakasaṃhitā ／ CS）と『スシュルタ

医録』（Suśrutasaṃhitā ／ SS）は共に百七を出す。
76）福永〔1980〕pp.23 の「臓器組織の数量」をまとめた「物の個数一覧表」には、インド典籍で説

かれる毛孔の数が整理されている。
① 八〇〇〇〇説：『宝積経』九六（当経、菩提流志訳「八萬毛孔如乱草覆。」）
② 九九〇〇〇説：『増一阿含経』三〇
③ 九〇〇〇〇〇説：『分別功徳論』
④ 九九〇〇〇〇説：『修行道地経』、『達磨多羅禅経』下、『解脱道論』七、『清浄道論』六二

77）snyim pa は両手で器を作り、それに入れられる分量を意味する。
78）bre gang；bre は khal の二十分の一の量であり、bre は六 phul（杓子）に相当する。一升は約 1.5

キログラム。
79）P.ngan skyugs、D.ngan sgyugs；前者を採る。D ed. でも直後の偈頌では ngan skyugs と出ている。

ここでは、胃の中にある消化途上のもの。
80）P.bar chad can、D.bar chad
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てられている61）の家のように三百の関節62）により結合されている。四百の血管63）の網によ

り組み合わされている64）。五百の一握り〔程度〕の〔筋〕肉65）により覆われている。六の

61）cf. 福永〔1980〕pp.20-21
　仏教医学の立場から、人体の骨格の骨数については、何種類かの数え方がある。代表的なものとし

ては、百三、三百、三百二十もしくは三百六十などである。今日の解剖学が出す二百二十三骨より
も多くの数を出している。
①　百三骨説：『大毘婆沙論』一七七に出る説。
②　三百骨説：『修行道地経』一、『達磨多羅禅経』、『解脱道論』七、『清浄道論』六三など。『スシュ

ルタ医録』にも出る。
③　三百二十骨説：『禅要経』、『内身観章句経』、『分別功徳論』二など。
④　三百六十骨説：三百骨説よりも古い説といわれる。『ガルバ・ウパニシャッド』にも『増一阿

含経』三〇、『宝積経』九六（当経）、『道地経』、『釈禅波羅蜜次第法門』八などに出る。『宝積経』
五五・五六に出る三百十六骨説は、三百六十骨説の誤りである。中国の『淮南子』、『呂氏春秋』
にも見られるが、これは一年の日数に合わせたものである。 

62）福永〔1980〕pp.23 に出る「臓器組織の数量」をまとめた「物の個数一覧表」には、インド典籍
で説かれる間節の数が整理されている。そこには、当経が出す「三百の間節」は出ない。ちなみに、

『達磨多羅禅経』下は九〇〇の間節、『分別功徳論』二は六○○の間節、『解脱道論』七は八○○の
間節、『清浄道論』六二は百八○の間節、『ガルバ・ウパニシャッド』は一○七の間節、『スシュル
タ医録』は二一〇の間節を出す。筋肉や腱の数にはある種の共通性は見られるが、間節の数につい
ては統一性は確認されない。 

63）P.tsaʼi、D.rtsa；後者の表記が正しい。
　　山下〔1998〕p.123 には、以下の説が紹介されている。（『スシュルタ医録』（Suśrutasaṃhitā ／ SS）、
『シャリーラ・スターナ』（Śarīrasthāna ／ Śā））

　「一方、SS はスロータス（yogavahasrotas）も脈管の 1 種であるとし、それぞれの脈管の違いに
ついても記述している。それによると、シラーは臍を基点として、ヴァータ・ピッタ・カパ・
血を運ぶそれぞれ 10 づつ合計 40 の根本のシラー（mūlasirā）があり、さらにそれぞれが 175
ずつに分かれ、総数は 700 である（SS Śā7.5-6）。また、四肢には 400、内臓には 136、頭には
164 のシラーがそれぞれ分布している （SS Śā7.20）」

　　福永〔1980〕pp.22ff. に出る説明は以下のとおりである。すなわち、仏典で使用される「脈」とは、
血管、風（気の流れ）、粘液、胆汁などの流れている管を総称したものであり、その数についても
諸説あるされる。『禅要経』の四百四説、『増一阿含経』三〇の五百説、『達磨多羅禅経』の三万六
千説、『宝積経』五五、『毘奈耶雑事』一一の八万説、『観仏三昧経』四の八万四千説、『分別功徳論』
二の七十万説、『スシュルタ医録』の七百六十説があるという。 

64）glags pa；文脈より sgag pa と読んだ。Jäschke,A Tibetan English Dictionary は glags pa について rlog 
pa（壊す）を指示するが、該当しないように見える。白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「以四細脈周匝
弥布。五百分肉猶若泥塗」、施護訳「合四百膜」 

65）福永〔1980〕pp.23ff. に出る「臓器組織の数量」をまとめた「物の個数一覧表」には、インド典籍
で説かれる筋肉の数が整理されている。
①　五〇〇説：『宝積経』九六（当経）、『達磨多羅禅経』下、『ガルバ・ウパニシャッド』、『スシュ

ルタ医録』
②　九〇〇説：『解脱道論』七、『清浄道論』六二
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　家長たちよ、さらにまた、菩薩はこの身を、最初と最後の因について妙観察52）しよう。父・

母の精液と精血が和合したものより生起した53）。〔すなわち〕この事について、精液と精血

は身の最初の因である。最後の因は食べ物が消化することなどである。段々に食べる食物（段

食）を食べた直後に、〔その食物は〕涎液の処に行く。涎液の処に到ってから、涎液により

赤褐色54）に為した。きわめて不浄になる。その後に胆汁の処に行く。胆汁の処に到ってから、

溶けるし、酸っぱくなった。風の処に行く。溶けて、風の処に到ってから、風により焦

げ55）の側面と乳
にゅうび

糜56）の側面として分割される。〔焦げの側面としては、〕焦げの尿57）と嘔吐

物など排泄物（垢）が生起する。〔乳糜の側面としては、〕乳糜により血になる。血により肉

〔になる〕。肉により脂肪〔になる〕。脂肪により骨〔になる〕。骨により骨髄〔になる〕。骨

髄により精液〔になる〕。精液によりこの身58）〔になる〕。そのように最初と最後の因は不浄

であるから59）、「身は不浄だ（D.Ca198a）」と菩薩は思惟しよう。身について不浄だと見るなら、

菩薩はこのように思惟しよう－　「身」といわれる60）これは、三百六十の骨により内部が建

52）P.so sor rtag par、D.so sor brtag par；後者の表記が正しい。 
53）P.byung  D.ʼbyung（現在時制）
54）P.rkyang por  D.rkyang（rkyad？）rkyang por；白法祖不明瞭、菩提流志訳「次至黄蔵将欲熟時」、

施護訳「食已変壊旋聚即散。帰淡廕蔵淡廕流潤」 
55）tshigs ma；tshig ma と読んだ。　白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「次至風蔵風分汁滓。各別流行成

大小便」、施護訳「由其風力各分滓重及与流潤。滓重所謂大小便等」 
56） drangs ma  Jäschke,A Tibetan English Dictionary には、dvangs ma は the chyle（乳糜、粥状物）と出て

いる。脂肪を含んだリンパ液のこと。 
57）意味として「焦げた色合い（濃い色合い）」を推測した。この「尿」に関する表現を考察するた

めに、インド伝統医学（アーユル医学）の考え方を受容応用したチベット医学を参照すると、「尿
診（尿に基づく診察）」として以下を出す（cf. クリフォード、中川〔1993〕pp.135-137）。

　尿診：風素（Skt.vāta, Tib.rlung）の病気→薄い、水様、大きな泡、青みがかかっている
　　　　胆汁素（Skt.pitta, Tib.mkhris pa）の病気→赤色、黄色、湯気が立つ、強い臭い
　　　　粘液素（Skt.śleṣman, Tib.bad kan）の病気→白色、湯気と臭いはわずか
　　インドの仏教徒にも知られていた基本的な考え方としては、三毒の貪欲は風素を起こす原因、瞋

欲は胆汁素を起こす原因、痴欲は粘液素を起こす原因と考える。風素は身体上部、胆汁素は身体中部、
粘液素は身体下部の部位に存在すると考える。そして、風素の通路としては骨、耳、皮膚、心臓、
生命脈管、大腸、排泄物が存在する。胆汁素の通路としては血液、汗、目、肝臓、小腸、胆嚢が存
在する。粘液素の通路としては乳糜、筋肉、脂肪、骨髄、精液、糞便、尿、鼻、舌、肺臓、脾臓、
腎臓、胃、膀胱、生殖器が存在する。元来、インド医学の立場からは、風素、胆汁素、粘液素のバ
ランスが崩れたところに病気が生じるとされる。当経が出す、不浄観に基づくこのような身体の分
析は、五蘊説でいうところの色（rūpa）の分析、縁起説でいうところの名色（nāmarūpa）の分析に
他ならない。苦の原因を探る上では、生存苦の器である「身体」に対する考察が、医学的知見を導
入しながら、行われていたことが理解できる。

58）P.lus ʼdi ste（この身）、D.lus ʼdi lta ste；直後の de ltar（そのように）との重複を避けるために前者
を採った。

59）この身は精液と精血が和合したものより生起する点で不浄であり、そうした不浄な身体が栄養と
して摂取する食物も、結局のところ不浄な精液になる点を通して、身体の不浄を観じることを推奨
している。 

60）P.shes  D.zhes 
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のように最後に往く42）に到るし43）、客人の44）家（旅館など）のように苦すべての依処（gnas）

に な る し、 主 人45） 無 い 住 宅 の よ う に 所 有〔 者 〕（Tib.yongs su gzung ba,Skt. *parigraha, 

*parigṛhita）が無いし、獄卒（btson srung）のように賄賂でもって成就されるべきだし46）、辺

境の都城のように常に侵害が生起するし、砂の都城のように常に滅する自体を有するし、

〔灯〕火47）のように満足を知らないし 48）海のように満たすのが難しいし、蛇の巣のように鄭

重に注意すべきであるし、小さな子どものように常に（P.Zi204a）保護することが必要であ

るし、壊れた器のように常に注意することが必要であるし、悪しき地方のように常に侵害が

生起するし、有毒な食べ物のように常に放棄すべきであるし、〔今世で〕ひとまず必要とさ

れるから借り物の器のようなもの49）であり（re shig dgos paʼi phyir snod brnyan ma lta bu dang）、

荷物を運ぶための車のようなものである〔、ただそれ〕のみ50）〔である〕として、〔この身を、

法にそくして〕知により保持しよう51）。（施護 67c）

42）P.mche ba（牙）、D.mchi ba；文脈より後者を採る。
43）白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「如駛河流終帰死海（〔身は〕早い河の流れのごとく、最終的に死

の海に至る）」、施護訳「如大河流終帰死海（〔身は〕大河の流れのごとく、最終的に死の海に至る）」
　有漏の諸行はいずれ苦に至ることの譬え。苦苦、壊苦。

44）P.glo bur baʼi、D ed.blo bur baʼi；前者の表記が通常である。白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「如逆旅
館疲苦所集（〔身は、客人を〕迎える旅館のごとく、〔客人の〕疲苦の集まる所である）」、施護訳「又
如客舍多種違悩（〔身は、客人の〕旅館のごとく、さまざま〔苦〕悩〔の集まる所である〕）」

45）P.mgon  D.mgron po（もてなし？）；文脈より前者を採る。白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「如孤独
舎無所摂属（〔身は〕人気の無い建物のごとく、所有〔者〕が無い）」、施護訳「如無主舍無所摂属（〔身
は〕主の居ない建物のごとく、所有〔者〕が無い）」

　　「主人がいない家」とは五蘊無我を意味する。この場合の「五蘊」とは家、「無我」とは主人の居
ないことを指す。

46）白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「如獄卒伺（司）害（〔身とは〕獄卒のごとく、災いを窺うもので
ある）」、施護訳不明瞭　賄賂で左右される程、脆弱な命であることの喩え。

47）P.ma、D.me；後者の表記を採る。
48）白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「如祠火無厭（〔身は〕祠の〔灯〕火のごとく、満足がない）」、施

護訳不明瞭　菩提流志訳は、祠の灯火は、供養のために消されることがないことをさすか。欲求が
広がっていくことを、消えない常夜灯の火として表現している。あるいは火のごとく、欲求は一度
ついたら、燃え尽きるまで燃えることを、念頭にした表現かもしれない。

49）身とは借り物であるので、再び返却しなければならない性質であることをいう。白法祖訳不明瞭、
菩提流志訳不明瞭、施護訳「如求乞人、得種種物、得已旋棄（〔身は〕求め乞う人が、種々の物を
得て、得てから、〔得た物を〕また棄てるごとく〔のものである〕。」なおチャンドラキールティ著『明
句論』第 15 章には、有為の事物について「一時的な借り物（tāvatkālikāyācitaka）」という言葉を用
いて、それが「自性（svabhāva）」すなわち自己存在という言葉にふさわしくないという説明がある。
ここに当てはめると、「身」とは我でなく、我所でないといったニュアンスになろう。しかし人間
にとっては、たとえそうした「身」であっても、短期間であれ、生きるためには必要なものである
と表現している。「浜までは海女も蓑着る時雨かな」（滝野瓢水）という俳句もある。

50） P.yan pa ʼbaʼ shig tu  D.yin pa ʼbaʼ zhig tu；後者を採る。白法祖訳不明瞭、菩提流志訳不明瞭、施護
訳「又如大車負極重等（〔身は〕また大きな車のごとく、極めて重い〔もの〕等を負う）」

51）白法祖訳不明瞭、菩提流志訳不明瞭、施護訳「唯諸智者於法覚了、応如是知（ただ諸々の智者は
法にそくして理解し、このように知りなさい）」
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phyogs kyi chos,Skt.*pakṣadharma）28）妨害をするし、空っぽの町（grong stong）29）のように我

を離れているし（人無我）、陶工の器のように最後に壊れるし、小箱30）のように様々な不浄

により満たされる31）し、酒粕の32）器のように不浄が漏れるし、蛇と、人と、犬の死骸のよ

うに匂いが臭いし、嘔吐の穴のように不浄の起源〔であり〕、傷のように動揺に耐えない

し33）、刺
とげ

のように加害の自体を有するし、君主が怒った〔か〕のように親近しがたい34）し、

古い住宅35）のように造作（修理）を良くすべきであり（bcos lagas bya zhing）、……36）、古い

舟37）のように造作（修理）を良くすべきであり、……38）、新しい（D.so ma）瓶を焼き上げ

る39）ように勉励をもって注意することが必要である40）し、凶暴な41）友のように常に

（D.Ca197b）防護することが必要であるし、水辺の木のように揺れるし撓むし、大河の流れ

28）白法祖訳不明瞭、菩提流志訳不明瞭、施護訳「又如邪朋減失善法（また邪な友人のごとく、善法
を減失する）」

　cf. 中村元『仏教語大辞典』【宗法】仏教論理学において、宗（□Spakṣa）は主張命題の主語、法（□Sdhar-
ma）は述語をいう。宗法は、主張命題の述語、あるいは理由命題の述語（因）をも意味しうる。

29）六根や五蘊の無我の譬え。律の注釈書に基づいて、輪廻図に十二支縁起の支分が描かれる際に、
そこの六処は「空っぽの国」「空っぽの聚楽」として描かれる。cf. ツルティム、藤仲〔2005〕p.396

30）sbyang；これは bang ba（貯蔵庫、箱）と同義語とされる。室内で使用するための便器か。
31）P.yongs su gang ba、D.yongs su dang ba；菩提流志訳不明瞭、白法祖不明瞭、施護訳「如小便坑不

浄充満（〔身は〕小便〔をするために掘った〕穴のごとく、不浄が充満する）」
32）P.sbrang mas gang baʼi（蜜蜂で満たされた）、D.sbang maʼi（酒粕）　デルゲ版の読みを採用して、「酒

粕の器」と直訳した。意味は、施護訳「如大便処常多滓穢（〔身は〕大便〔をする〕場所のごとく、
いつも多くの滓

し わ い

穢（汚れ）〔がある〕）」を参照すると、大便器と理解できる。対応する箇所の白法
祖訳と菩提流志訳は不明瞭である。

33）傷をおったらなら安静が求められる程度の、身の脆弱さを意味する。
34）P.bsnyen bkur dkaʼ ba、D.bsnyen par dkaʼ ba；意味は同様である。
35）P.bang ？（khang ？）、D.khang；後者を採る。
36）P.brten pa、D.bsten pa；直訳すると「依るし」となるが、意味は不明瞭である。漢訳に対応は取れ

ない。
37）P.drung、D ed.gru；白法祖訳不明瞭、菩提流志訳不明瞭、施護訳「又如朽舍及如漏船、雖仮修治

旋帰散壊（〔身は〕朽ちた住居のごとく、〔水が〕漏れる船のごとく、仮に修理をしたとしても、も
とに戻ってばらばらに壊れる）」　「船」は身体の同義語である。業を載せて過去・現在・未来の三
世を輪廻するから、体を船に譬える。cf. 福永〔1980〕p.10

38）P.spyod pa、D.spyad pa；直訳すると「行ずるし」となるが、意味は不明瞭である。漢訳に対応は
取れない。

39）P.gtang ba、D.btang ba（過去時制）
40）P.bgos pa、D.dgos pa；文脈より後者を採る。壊れないように細心の注意が必要な程度の、身の脆

弱さを意味する。
41）P.mi bsrud ba、D ed.mi srun pa；文脈より後者を採る。白法祖訳不明瞭、菩提流志訳、施護訳「又

如悪友常仮将護（また〔身は〕悪友のごとく、つねに〔あるいは〕一時的に防護が必要である）」
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巣のように毒蛇の住居になっているし22）、毒蛇のように、してもらったことに感謝しないし

（sbrul gdug ba ltar byas pa mi gzo ba dang）、……23）のように朋友を恨むし（ma skyes dgraʼi 

sbreʼu ltar grogs la ʼkhu ba dang）、（菩提流支 p.541a）悪知識 24）のように欺瞞の自体（bdag nyid

本質）を有するし、浮上した泡25）のように自性により（本質的に）か弱いし、水〔中〕の

泡のように（P.Zi203b）生起してから滅するし、溶けるし、陽炎のように欺く自体（本質）

を有するし、バナナ樹（芭蕉樹）のように壊したなら心髄が無いし、幻術のように欺く自体

を有するし、王のように指示26）が多いし、敵のように隙を窺うし（glags lta ba）、盗人のよ

うに信頼しえないし、処刑人のように〔身体に〕執着がないし（rjes su chags pa med pa）、非

親友のように〔自分が〕益しないことを〔相手は〕欲するし、〔法を〕害する者27）のように

慧命（shes rab kyi srog 覚りの智慧）の妨害をするし、論争者のように善の品
ことがら

の法（Tib.

22）空っぽになった蟻塚の中に毒蛇が住んでいることを前提として、蟻塚が「身」、毒蛇が「不浄物、
煩悩」の譬えになっている。白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「猶如毒蛇所住窟穴、其中無主如空聚楽（た
とえば〔身は〕毒蛇が住む洞穴にひとしい。その中には本体が無いことは、空〔に浮かぶ〕都市に
ひとしい。）」、施護訳「不浄流溢猶如蟻聚（〔身は〕不浄が流れ溢れる〔所であり〕、たとえば蟻が
群がる所にひとしい。）」。

23）本文中に「……」と保留した箇所を、チベット訳から直訳すると「アジャータシャトルの猿（ma 
skyes dgraʼi sbreʼu）」となるが、意味が不明瞭である（「sbreʼu」という単語は『蔵漢大辞典』に出な
いので「spreʼu（猿）」と理解した。漢訳も「猿」を支持する）。サンスクリット本は「ajātaśatruḥ 
markaṭavan mitradrohī（アジャータシャトルは猿のように明友を害する）」である。直前の「毒蛇の
ように、してもらったことに感謝しないし（sbrul gdug ba ltar byas pa mi gzo ba dang）」との関係も含
めて、この前後は理解が困難である。ちなみに「アジャータシャトル（Skt.Ajātaśatru、未生怨、阿
闍世）」とはマガダ国の王子であり、父王ビンビサーラを殺害して王位に即いた人物の名である。
漢訳諸本を対照させると、白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「不識恩徳如未生怨、欺誤於人如悪知識、
痴愛為害如友獼猴（〔身は、親の〕恩徳を知らないことはアジャータシャトルにひとしく、人を欺
き誤らせることは悪知識に等しく、痴愛し害をなすことは友である猿にひとしい）」、施護訳「如怨
敵如猿猴、多所損悩（〔身は、〕怨敵にひとしく、猿にひとしく、多く損ね悩ますところのものです）」
である。この中で意味としてまとまりを感じるのは菩提流志訳である。そこに出る「悪知識」はデー
ヴァダッタ、「友獼猴」はナンダが恋い焦がれた猿を指す可能性がある。菩提流志訳は、アジャー
タシャトル（親殺しの象徴者）、デーヴァダッタ（破僧の象徴者）、ナンダ（愛欲の象徴者）を説き、
あるいは推測させることで、彼らのもつ負のイメージを人体の不浄性に重ね合わせたとも理解でき
よう。なお金沢〔2009〕は、インドの古典に見られる「猿」の用例を詳細に調査し整理する優れた
研究である。そこの p.7 には、古典に描かれた猿の性質として、「浮つき、飽きやすく、長続きしな
い」点を挙げ、「浮気心」を象徴する点についても指摘している。

24）善き友人であり、指導をしてくれる「善知識」とは正反対のもの。
25）P. sbu ba、D.dbu ba；後者の読みを採用した。
26）bgo blag；施護訳「又如王者多種教令」より、bgo は sgo ba（命令、教訓）の別表記と推測した。

blag pa は「傾注する、出す」という意味である。白法祖訳不明瞭、菩提流志訳「如王者憂国」
27）P.bsod pa、D.gsod pa；白法祖訳不明瞭、菩提流志訳不明瞭、施護訳「如破法者隠没慧命（〔身は〕

破法の者のごとく、慧命（覚りの智慧）を隠没する）」
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6. 翻訳による紹介（1）「苦の巣窟である身の観察－不浄観－」18）

「（P.Zi202b）（D.Ca196b）（菩提流支p.540c）次に家長〔である〕勇施と五百人ほどの（P.Zi203a）

家長彼らは、世尊に対してこのように申し上げる19）－

「世尊よ、私たちは、身を見て住するのです20）。命を見て住するのです。同じく財宝と、穀

物と、家と、妻と、息子と、娘を見て住するのです。食べ物と、飲み物と、衣服と、乗り物

と、臥具（寝具）と、花と、薫香と、お香と、塗香と、鬘（ネックレス）21）を見て住するの

です。資具すべてを見て住するのです〔。それ〕ならば、世尊よ、どのように菩薩は妙観察

し、身を見ないのでしょうか。善逝よ、どのように命を見ないのでしょうか。同じく財宝と、

穀物と、家と、妻と、息子と、娘を見ないのでしょうか。食べ物と、飲み物と、衣服と、乗

り物と、臥具（寝具）と、花と、薫香と、お香と、塗香と、鬘を見ないのでしょうか。資具

すべてを見ないのでしょうか。」

　次に（D.Ca197a）世尊は、家長〔である〕勇施と五百人ほどの家長彼らに対して、このよ

うに宣べられた－

「家長たちよ、これについて、菩薩大士はこの身について多種類に妙観察すべきです。「多種

類」は何かというと、すなわち、この身は次第に成就したし、次第に滅するし、極微が集積

したし、穴と歪みを持っているし、（施護 p.67b）〔身の〕九の穴と毛穴から漏れるし、蟻の

18）後続する「偈頌による再説」（チベット訳は四偈頌を出す）は、紙数の関係で割愛する。経典内
に出る人体の解剖学的所見については、優れた研究成果である福永〔1980〕と山下〔1998〕を参照
させて頂き注記に解説を加えた。しかし筆者の理解が及ばず、翻訳上の誤りが存在していた場合や、
インド医学を誤って解釈した場合があれば、諸賢の御教示、ご指導をお願い申し上げます。以下の
和訳の点線部分に相当する箇所に対して、シャーンティデーヴァ著『集菩薩学論』第十三章「念処品」
からの当経のサンスクリット逸文が回収される。原文は以下の通りである（cf.Bendall〔1977〕
pp.230-232）。
Vīradattaparipṛcchāyām  apy uktam | yad utāyaṃ kayo ’nupūrvasamudāgato ’nupūrvavināśo 
paramāṇusaṃcayaḥ śuṣira unnāmāvanāmau navavraṇamukharomakūpasrāvī valmīkavadāsīviṣanivāsaḥ | 
ajātaśatruḥ | markaṭavan mitradrohī | kumitravad visaṃvādanātmakaḥ | phenapiṇḍavat prakṛtidurbalaḥ | udaka-
budbudavad utpannabhagnavilīnaḥ | marīcivad vipralambhātmakaḥ | kadalīvan nibhujyamānāsārakaḥ | 
māyāvad vañcanātmakaḥ | rājavad ājñābahulaḥ | śatruvad avatāraprekṣī | coravad aviśvasanīyaḥ | 
vadhyaghātakavad ananuvītaḥ | amitravad ahitaiṣī | vadhakavat prajñājīvitāntarāyakaraḥ | śūnyagrāmavad 
ātmavirahitaḥ | kulālabhāṇḍavad bhedanaparyantaḥ | mūtoḍīvan nānāśuciparipūrṇaḥ | medakasthālīvad 
aśucisrāvī | | pe | | vraṇavad ghaṭṭanāsahiṣṇuḥ | śalyavat tudanātmakaḥ | jīrṇagṛhavat pratisaṃskāradhāryaḥ | 
jīrṇayānapātravat pratisaṃskāravāhyaḥ | āmakumbhavad yatnānupālyaḥ | | pe | | nadītaṭavṛkṣavac calācalaḥ | 
mahānadīsrotovan maraṇasamudraparyavasānaḥ | āgantukāgāravat sarvaduṣkhanivāsaḥ | anāthaśālāvad 
aparigṛhītaḥ | cārakapālavad utkocasādhyaḥ | | pe | | bāladārakavat satataparipālyaḥ | | punar āha | 

19）P.smras so、D.gsol to； 意味は同じだが、後者の敬語を採った。
20）gnas pa lags；意味として、四念住（身念住、受念住、心念住、法念住）ないし、心の安定を意図

して説かれた可能性がある。
21）P.phreng ba dang byug ba rnams、D.byug ba dang phreng ba rnams；順序が逆である。
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に出る「瑜迦遮復弥経、晋名修行道地」、仏陀跋陀羅訳『達磨多羅禅経』の「訳序の末尾」

に出る「庾伽遮羅浮迷、訳言修行道地」を挙げる。両者とも、不浄観をはじめとする観法を

扱った「手引き書」としての性格を有するものであり、「ヨーガーチャーラブーミというの

は各種のヨーガ綱要書類に広く用いられた名称」と評された。この二典籍は共に「有部系統

の綱要書」とされるが、その傾向はそこに留まらず、説一切有部の基本書『大毘婆沙論』に

も確認できるという。その『大毘婆沙論』に出る瑜伽師については、「不浄観ないし四諦現観、

四沙門果やそれに伴う諸種の禅定、観行等、すなわち修行とその果に関連して、その実践者

を指して用いられている」と述べる。高崎氏の見解によると、瑜伽師地及び瑜伽師とは、特

定の境地や修行者に限定されるものではないが、その語句や用法の背景を探ると、説一切有

部の「禅観の修行を旨とする人びと」との関係が指摘される。そして後代への影響に関して

は、「後年、瑜伽行派を形成した人びとの先祖は、その学説の傾向から言っても、北インド

における有部の勢力から言っても、広義の有部的土壌の中から出現したということは言える

であろう。」述べる。しかし「大乗の瑜伽師」については、有部的土壌の影響を認めつつも、

空観に支えられた大乗の禅観を本旨とする、「唯識観」が根底にあることを指摘する。

　上記を当経が出す「瑜伽師地」との関係でいえば、当経の不浄観は人無我と法無我、すな

わち空（大乗の二無我）が基礎にあることから、高崎氏が述べられたところの「大乗の禅観

（空観）」を特徴とする禅観経典としての位置づけが確認できよう。

　なお『国訳一切経印度撰述部　宝積部六』（大東出版社、1972）の末尾に掲載された、中

村元氏と新井慧氏による「『大宝積経』解説」（pp.387-437）の「追記」（p.402）には、橘恵

勝氏による「大宝積経概論」の要約が挙げられている。

「本解説の脱稿後、橘恵勝「大宝積経概論」（新仏教、一〇巻七、一〇、十一、十二号、

十一巻六、七、八、九号、明治四二～四三年）の存在を知った。これは本経に関する論

文で、恐らく最初のまとまったものであろう。まず、四九会叢書本の原本は長期間にわ

たって編輯されたことを論ずる。その大部分は中央アジアで成立し、無著や世親の時代

にガンダーラ地方で瑜伽大乗の精華を開発して、再び西域に教系の根柢を確立し宝積部

類の大集成をみたという。本経の主眼とするところは、『般若経』の無戯論無所得皆空

の理に立脚して陀羅尼門の神秘説を説くことにあるといい、四九会の経文全体にその立

証の論拠を求めている。」

　ここには『大宝積経』に所収された経典が、「瑜伽大乗」の開発に影響を及ぼした点、『般

若経』の空の理に立脚して密教への足がかりになった点が紹介されている。この二点はまさ

に本経の特徴に合致した提言といえよう。
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　世尊は宣べられた。

「アーナンダよ、それゆえにこの法門は、「菩薩のヨーガ行の地を説示するもの」という

ものとして受持しなさい。「勇施が問うたもの」というものとしても受持しなさい。」

　世尊がそのように宣べられてから、具寿アーナンダとそれら比丘と、それら菩薩と、

それら五百ほどの家長たちと、天と、人と、アシュラ（阿修羅）と、ガンダルヴァをと

もなった世間は歓喜した。世尊が説かれたことを賞讃した。」

　問題とする下線部分を、諸本ごとに整理すると以下のとおりである。

チベット訳：D.Byang chub sems dpaʼi rnal ʼbyor spyod paʼi sa bstan pa（P. stan pa×）

菩提流支訳：「是法門名菩薩瑜伽師地。亦名勇猛授長者所問。」

白法祖訳：「是経名曰菩薩修行。亦名大士威施所問観身行経。」（白法祖の題名はこれに由

来する）

施護訳：「是経名為菩薩瑜伽師地法門。亦名無畏授所問。」

　先の紹介の箇所では、アーナンダの問いかけに対して、世尊は当経の法門名として、「菩

薩のヨーガ行の地を説示するもの」、「勇施が問うたもの」という二つを出すのだが、後者が

冒 頭 と 末 尾 に 出 る 経 典 名、Skt.Ārya-Vīradattagṛhapatiparipṛcchā-nāma-mahāyānasūtra, Tib.

ʼPhags pa Khyim bdag dPas byin gyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen poʼi mdo（聖なる勇施長者

の問いという大乗の経）に由来することは明らかである。問題となるのは前者である。ここ

では、その読み換えられた当経の別名を、高崎直道氏の研究を参照しながら、考察してみた

い。

　同氏は「瑜伽師の系譜」16）を論じる中で、Skt.yogācāra-bhūmi（瑜伽師地）については、「ヨ

ーガ実践の諸階梯という意味で、同時に、その実践者の到達した諸段階という意味にもとれ

る。漢訳もチベット訳も後者の意味にとっている。しかし内容的には前者の方が理解しやす

い。」と論じる。Skt.yogācāra（瑜伽師）については、『瑜伽師地論』は「仏教のあらゆる修

行体系を包括しようという壮大な構想のもとに組織されている。逆にいうと、瑜伽師とは仏

道修行者というにひとしく、大乗の、そのまた特定のグループといった意味をもたない。し

たがって、『瑜伽師地論』の伝承者としての特殊性は別の面から考えなければならない。」と

論じる。これは、最勝子等造、玄奘訳『瑜伽師地論釈』（『大正蔵』30,no.1580,p.844c）「題名

解釈門」の指摘と同基調である17）。次いで同氏は、「瑜伽師」という語が出る仏典を挙げて、

用法の整理を行う。竺法護訳『修行道地経』（安世高訳『道地経』の増広テキスト）の「序」

16）cf. 高崎〔1990〕pp.8-11
17）最勝子等造、玄奘訳『瑜伽師地論釈』（『大正蔵』30,no.1580,p.844c）の「題名解釈門」では、瑜

伽師が「三乗の行者」と「如来」に分けて解釈されている。
「三乗の行者は聞思等に由つて次第習行し、是の如き瑜伽を分に随つて満足し、展転して諸の有
情を調化するが故に瑜伽師と名づく。或は諸の如来は瑜伽を証することを満じ、其の所応に随て
此の瑜伽を持して一切の聖弟子等を調化し、其れをして次第に正行を修せしむるが故に、瑜伽師
と名づく。」（cf.『国訳一切経印度撰述部　瑜伽部六』大東出版社、1977、pp.393）
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著『修習次第』前篇 11）や、プラジュニャーカラマティ著『入行論釈』12）への引用が知られて

いる。その他、アティシャ著『菩提道灯論』vv.14-17 と『同註釈』13）、日本に至っては源信

著『往生要集』大文第四「正修念仏」14）に、宝積経の偈として引用されている。福徳の無量

であることをこのように喩えた、ほぼ同一内容の教証は、『宝鬘』（『宝行王正論』）cp.5,86、『菩

提資糧論』、『十住毘婆沙論』に出ており、それらの著作がナーガールジュナの著作であるこ

との根拠とも考えられている15）。なお西晋時代（265-316）の訳経とされる白法祖訳には、

この内容は出てこない。

　代表的な引用例である『修習次第』の中で、カマラシーラは『勇施長者所問経』のこの偈

頌によって「広大な菩提心の功徳」を述べた後に、菩提心とは一切法の種と述べる。次いで

『入法界品』が出す二種菩提心、すなわち「誓願菩提心（praṇidhicitta）」「発趣菩提心

（prasthānacitta）」を提示する。彼は、その「発趣菩提心」の説明において『文殊師利仏土厳

浄経』に出る文殊菩薩の前世者「普覆王（Ambararāja）」の発心を喩えとして出す。ちなみに、

この王が誓願したいわゆる「普覆王誓願」は輪廻を厭わない恒久的な菩薩行を内容とするも

のである。またその誓願を根拠として成立した『普賢行願讃』（最古の漢訳名は『文殊師利

発願経』）はその救済の趣旨を「普賢行（普く賢れた行）」として内含する。その趣意は、『無

量寿経』「一生補処願」において、極楽往生後の永続的救済行（普賢行）としても出される。

このように、菩提心とは、誓願と関係を有して、輪廻を厭わず、苦の衆生を救済する大乗の

菩薩行の起点となるものである。

5.『勇施長者所問経』の特徴③　－流通分に出る別名「瑜伽師地」－
　『勇施長者所問経』の流通分には、「この法門の名と経典の受持」という一節がある。そこ

には、「瑜伽師地」という特徴的な当経の別名が登場する。あえて「瑜伽師地」という経名

を併記するのだから、そこには何らかの意図が存在するはずである。そこで以下にその語を

手がかりにしたアプローチによって、当経の性格を探ってみたい。先ずは当該箇所の前後を

チベット訳からの和訳をもって紹介しよう。

「次に世尊に対して具寿アーナンダは、このように申し上げる。

「ああ、この法門がこのように広大なのは、世尊よ、驚異です。善逝よ、驚異です。世

尊よ、この法門の名は何でしょうか。これをどのように受持すべきでしょうか。」

11）サンスクリット本：bodhicittād vai yat puṇyaṃ tac ca rūpi bhaved yadi / ākāśadhātuṃ saṃpūrya bhūyaś 
cottaritaṃ bhavet / / cf.Tucci〔1958〕p.192（チベット訳；D.no.3915,Ki24b7-25a1、芳村〔1974〕pp.310,312-
313、一郷〔2011〕p.12）
12）サンスクリット本：Vaidya〔1988〕p.16,1ff.（cp.1,v.26に対する注釈内容）
13）cf.望月〔2015〕pp.34,169

14）cf.石田〔1992〕p.191

15）cf.瓜生津〔1994〕pp.28-29
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でもある。またシャーンティデーヴァは、『集菩薩学論』cp.13「念処品」において当経の不

浄観を引用する。『スートラサムッチャヤ』（著者については諸説有り）にも当経の不浄観が

引用されている。このあたりの詳細については、藤仲孝司氏らと進めている『大宝積経』の

和訳研究において紹介したい。なお、不浄観と関係して登場する、当経の「三十六不浄物（身

体の構成要素）」9）の説明は、詳細な解剖学的なものである。生理学的ヨーガを説く密教に先

行する時点で、『スシュルタ医録』（／スシュルタサンヒター）や、仏教内の三十一物説、三

十二物説などから専門的知識が取り込まれた可能性が指摘できる。この点について、蓮澤成

淳氏は『仏書解説大辞典』【勤授長者会】（菩提流支訳）の項目において、以下ごとく述べる。

「経の主とする所、六度の行にあるは勿論であるが、是に至るべき階梯として肉体の不

浄を観ずべき為に示されたものの中、その生理方面に関するものは、往事の学問の一部

を示すものとして、注意すべき所である。」

　この点を承けて、本稿ではインド医学、もしくはそれを承けたチベット精神医学に関する

先行研究を参照して、注記において理解できた諸点を整理した。

4.『勇施長者所問経』特徴②　－菩提心に基づく苦の衆生の救済－
　ここでは「菩提心、輪廻の苦からの救済」について確認したい。当経の「家長たちの偈頌

　－菩提心への賞讃－」の箇所から、以下の偈頌を紹介する。

「v.6：菩提心の福徳は、もしそれに色
しき

があったなら、虚空界すべてを満たす。それ（菩

提心の福徳の大きさ）はそれ（虚空界の広さ）より勝る〔もの〕だろう。」10）

　この偈頌はいくつかの大乗典籍に引用されている。インド仏典においては、カマラシーラ

9 ）cf. 福永〔1980〕pp.12ff.、クトムビア〔1989〕pp.20ff.
　仏教で不浄観を説く場合には、三十一物説、三十二物説、三十六物説の三説が基本である。古代
インドの高名な医学者、外科医、薬学者であるスシュルタ（生没年不詳）による医学書『スシュル
タ医録』では二十九物説を採る。以下、福永 ibid. によりその三説を紹介する。
三十一物説：南伝系（例：パーリ原典の『中部』（念処経、身行念経、ラゴラ経）、『長部』（自歓喜経、
大念処経）、『増支部』（六集、十集）、『分別論』（三品、七品））にのみ出る説。脳を出さない点が
特徴である。三十一とは、髪、髦、爪、歯、皮、肉、筋、骨、髄、腎、心、肝、肋、脾、肺、腸、
臓腑、胃、糞、胆汁、痰、膿、血、汗、脂、涙、膏、唾、洟、滑液、小便
三十二物説：厳密にいえば、構成物や表現が北伝系（例：『雑阿含経』四三、『中阿含経』（念身経、
分別六界経）、『増一阿含経』二）と南伝系（例：『相応部』（ビンヅル経）、『解脱道論』（七、八）、『清
浄道論』六三、『小誦経』）では相違がある。三十二とは、髪、毛、爪、歯、皮、肉、筋、白骨、髄、
心、脈、肺、肝、脾、腎、熟蔵、腸肚、生蔵、胞、流涎、涙、汗、涕、痰癊、沫肪、脂、膿、血、
脳汁、屎、尿、塵垢
三十六物説：北伝系（例：『大般若経』五三、『大般若経』六、『坐禅三昧経』上、『禅要経』、『達磨
多羅禅経』下、『金毘羅童子威徳経』、『十二頭陀経』、『大毘婆沙論』四〇、『釈禅次第法門』八）に
のみ出る説。三十六とは、髪、毛、爪、歯、皮革、肉、筋、骨、髄、血、脈、心、肝、肺、腎、脾、
腎、大腸、小腸、胆、胞、屎、尿、洟、唾、涎、涙、淡、汗、膿、肪、 、脳、膜、垢、眵聹

10）チベット訳：（P.Zi310a1ff.）（D.Ca202b6ff.）byang chub sems kyi bsod nams gang / / de la gal te zugs 
mchis na / / nam mkhaʼi khams ni kun gang te / / de na de bas lhag par gyur（D.ʼgyur）/ /、漢訳；菩提流
志訳「菩提心功徳　若有色方分　周遍虚空界　無能要受者」
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見出し 蔵訳北京版 蔵訳デルゲ版 白法祖訳 菩提流志訳 施護訳

【序分】 Zi.200a1ff. Ca.194a1ff. p.63c-11ff. p.540a-4ff. p.66a-2ff.

家長たちの会合、大乗への願い Zi.200a6ff. Ca.194a6ff. p.63c-8ff. p.540b7ff. p.66b6ff.

【正宗分】仏世尊への問い Zi.200b7ff. Ca.194b6ff. p.540b20ff. p.66b23ff.

菩薩はどのように行うべきか Zi.201b5ff. Ca.195b3ff. p.64a10ff. p.540c1ff. p.66c17ff.

大悲と無執着と六波羅蜜の実践 Zi.202a2ff. Ca.195b7ff. p.64a15ff. p.540c5ff. p.66c22ff.

自身の観察－不浄観－ Zi.202b8ff. Ca.196b4ff. p.540c20ff. p.67a21ff.

偈頌による再説 Zi.204b6ff. Ca.198a7ff. p.541b1ff. p.67c29ff.

四十四種類の自身の観察－無常と無我－ Zi.205a2ff. Ca.198b2ff. p.64a25ff. p.541b9ff. p.68a9ff.

偈頌による再説 Zi.207a2ff. Ca.200a7ff. p.64c2ff p.541c18ff. p.68c2ff.

家長たちの偈頌－菩提心への賞讃－ Zi.209b3ff. Ca.202b2ff. p.65b28ff p.542b20ff. p.69c15ff.

【流通分】仏世尊の微笑み Zi.210a7ff. Ca.203a4ff. p.65c18ff. p.542c23ff. p.70a29ff.

長者たちへの授記 Zi.210b8ff. Ca.203b3ff. p.66a2ff. p.543a5ff. p.70b12ff.

この法門の名と経典の受持 Zi.211b2ff. Ca.204a3ff. p.66a9ff. p.543a15ff. p.70b24ff.

【奥書】 Zi.211b7ff. Ca.204a6ff.

3.『勇施長者所問経』の特徴①　－苦の身、二無我、不浄観－
　当経の中盤に説かれる「四十四種類の自身の観察　－無常と無我－」の箇所では、種々の

観点から不浄なる身体の無常と無我を観じることが推奨される。ここでは、そうした観法の

まとめの箇所に相当する vv.29,38-47 の趣意を示して、当経の大乗的不浄観の特徴を示した

い（翻訳は後述する）。

v.29：身は無明に基づく「惑→業→苦」の産物である（苦の身）。

v.38：身は三苦（行苦、壊苦、苦苦）を受ける器である（苦の身）。

v.39：身は有漏の五蘊であることから、苦の結合体である（苦の身）。

v.40：身は諸縁が生起した結果であるから、その身に「我」は無い（人無我）。

v.41：身は性別を離れており、実体的な生命は有さない（人無我）。

v.42：身は蘊、界、処について「空」である（法無我）。

v.43：身は夢のようなものである（法無我）。

v.44：身は幻術のようなものであり、実在しない（法無我）。

v.45：身は陽炎のようなものである（法無我）。

v.46：身は反響のようなものである（法無我）。

v.47：身は光影のようなものである（法無我）。

　経典は上述のように身を観じることによって、苦からの解放を導く。そこに法無我、空の

要素が加味されていることは、後に行われる密教の生理的ヨーガへの展開を想起させるもの
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　漢訳とチベット訳に対する現代語訳書はない。当経に対する集中的な研究は未確認。筆者

が確認した限り、最も詳細な研究は前述の『仏書解説大辞典』に出る『勤授長者会』に対す

る解題である。その意味において、今後の研究が俟たれる大乗経典の一つといえる8）。以下

に全体の構成を踏まえて、序分、正宗分、流通分から内容紹介を行う。

【序分】シュラーヴァスティ（舎衛城）において勇施長者など五百人ほどの裕福な家長たち

が集まって、仏陀の出現、人に生まれること、有暇の円満、如来の教えへの信仰、出家、比

丘の存在、勉励、報恩報謝は得難いこと、それらを行う有情も得難いので、三乗を望みなが

らも、大乗により般涅槃を最高だと考える。

【正宗分】そこで、ジェータ王子の林（祇園）に仏世尊を訪ねて、無上の正等覚を願う菩薩

大士は、どのように学び、どのように住し、どのように修証すべきかを問う。その答えとし

て、身・命・財産・穀物・家・妻子・飲食物・衣服・乗り物・寝具・花・香・鬘は、執着を

通じて悪業を作らせ、悪趣へ転落させるので、捨てるべきであり、六波羅蜜を修行すべきだ

という（六波羅蜜への言及は簡潔であり、すでに他で説かれたものを前提としていると思わ

れる）。家長たちはどのように観察し、身・命などを顧みないのかを問う。その答えとして、

身体が生滅し、空虚で、欺く性質を有するものかを多くの喩例を用いて説く。さらに、身体

の最初の成立のさまと構成のさまを説く。次に、無上の正等覚を願う菩薩大士は、四十四種

類の身の観察方法を説き、身への執着、渇愛を捨て、身・命などを顧みず、六波羅蜜を完成

させるという。偈頌による再説もある。家長たちはそれらを聞いて、無生法忍を得、歓喜し、

菩提心の徳性を讃える偈頌を説く。

【流通分】世尊は口から光を放ち、それが世界を満たし、微笑む。アーナンダは微笑みの理

由を問う。世尊は、未来に彼らが修行して、成仏することを授記する。

　以上の諸点を踏まえ、この大乗経典が示す特徴をまとめると、以下のとおりである。

　　① 六波羅蜜の実践を勧める。

　　② 空／二無我（人無我、法無我）の観点から不浄観を説く。

　　③ 菩提心の特性を讃える、である。

2.『勇施長者所問経』諸本の対照表
　以下に、『勇施長者所問経』諸本を比較考察するため、そして全容を提示するために、諸

本対照表を掲載する。チベット訳（蔵訳）については、デルゲ版と北京版を代表とする。漢

訳は訳者名を代表とする。「見出し」は、内容面から私に付けたものである。

8 ）なおこの経典に限らず、『大宝積経』の中には内容面では充実しているが、知名度の低い経典が多数
存在する。今後、我々はそうした経典群の研究を進めることで、『大宝積経』全体の再評価を行う必要
があるかと思う。大乗経典史の上では、『大宝積経』に含まれる経典群が出揃った後には、哲学的傾向
を持つ経典や、密教の経典へと大乗経典自体の方向性が転換していく。その意味において、利他行を行
う菩薩の姿、仏道に励む在家者の姿、ストーリー性のある展開、救済を志向する誓願、般若の思想、こ
うした大乗仏教の肝要をテーマに掲げた『大宝積経』は、大乗経典史における一種の金字塔ともいえよう。
本研究は微力ながら、そうした『大宝積経』を研究する試みの一端でもある。
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心）はなされてきたが、筆者が確認した限り、基礎的な翻訳研究はもとより、個別的な研究

も行われていない。そうした状況を踏まえると、先ずは訳注による全体像の提示が求められ

るであろう。しかし今回は紙数の関係から、輪廻の生存苦を断じる「不浄観」に相当する箇

所に限定した研究を行う。それは漢訳を参照しつつチベット訳（北京版を底本とし、主にデ

ルゲ版を参照した）からの訳注によるものである3）。それをもって、大乗の視座から苦を超

克する、一視座の提供としたい。

1.『勇施長者所問経』の全体像
　この『勇施長者所問経』はインドに起源を持つ大乗経典である。内容を概説すると、大乗

による般涅槃を願う家長たちに対して、仏世尊が不浄観を中心とした法を説き、六波羅蜜を

行うよう説き、家長たちは無生法忍を得て、授記されるという経典である。その過程で菩提

心の特性が讃歎される。サンスクリット本の存在は報告されていない。ただし、一部の逸文

が『集菩薩学論』から確認できる（後出）。チベット訳と、三種類の漢訳が現存する。「白法

祖訳」とされる漢訳が存在するが、これが事実であるならば、西晋時代（265-316）の翻訳

であることから、成立史的には初期の大乗経典に分類される。その後に叢書としての『大宝

積経』に収録されることとなる。諸本の書誌情報は以下のとおりである。

原名：*Ārya-Vīradattagṛhapatiparipṛcchā-nāma-mahāyānasūtra.（サンスクリット本未確認）

チベット訳：ʼPhags pa Khyim bdag dpas byin gyis zhus pa zhes bya ba theg pa chen poʼi mdo

北京版 dKon-brtsegs, Zi200a1-211b8（大谷 no.760-28）翻訳者 Jinamitra, Dānamiśāla, Ye-shes sde

デルゲ版 dKon-brtsegs, Ca194a1-204b1（東北 .no.72）翻訳者 Jinamitra, Dānaśīla, Ye-shes sde

漢訳：唐菩提流志訳『大宝積経』「（二八）勤授長者会（九六）」（『大正蔵』11,no.310-28）

西晋白法祖訳『仏説菩薩修行経（亦名威施長者問観身行経）』（『大正蔵』12,no.330）

宋施護等訳『仏説無畏授所問大乗経』（『大正蔵』12,no.331）

チベット訳奥書：「『聖なる大宝積の法門十万品』より4）「勇施長者が問うた」というもの5）、

第二十八章は完了した。インドの親教師ジナミトラとダーナシーラ6）と、主任翻訳師、大徳

イェシェーデが翻訳し、校正し、新定訳語によってまた修正して決択した。」7）

3 ）藤仲孝司氏らとの共同研究の成果の一部である。本稿執筆にあたっても、諸氏より御教示を頂いた。
なお、訳注にあたっては、底本としたチベット訳に基づく翻訳を心がけた。その意味で本翻訳は「蔵
文和訳」である。将来的に行われるかもしれない、サンスクリット本に基づく研究の一助になれば
幸いである。
4 ）P. には、bum po gcig pa. shu lo ga sum brgya（一函、三百頌）とある。P. には、bum po gcig pa. shu 

lo ga sum brgya（一函、三百頌）とある。
5 ）P.zhus pa（問うたもの）、D.zhus paʼi leʼu（問うた章）
6 ）P.Dā na mi shā la  D.Dā na shī la；後者を採る。
7）（P.Zi211b7ff.）（D.Ca204a6）/ / ʼPhags pa dkon mchog brtsegs pa chen poʼi chos kyi rnam grangs leʼu 

stong phreg brgya pa las Khyims bdag dpas byin gyis zhus paʼi leʼu zhes bya ste nyi shu rtsa brgyad pa rdzogs 
po / /  / / rGya gar gyi mkhan po Ji na mi tra dang / / Dā na shī la dang / / zhu chen gyi lo tscha ba ban de Ye 
shes sdes bsgyur cing zhus te skad gsar chad kyis kyang bcos nas gtan la phab ba / /
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出離の因縁としての苦
－惑業苦と不浄観、苦を超克する視座－

中御門　敬教

はじめに　－『勇施長者所問経』を中心にして－
　不浄観に関する定義として、大南龍昇氏は「自他の肉体の不浄なありさまを観ずること。

これによって、欲望の対象に対する貪りの心を除く。Ⓢ aśubhāsmṛti Ⓟ asubhānupassin など

の訳語にあたる。苦しみの原因が貪欲が多いことによると知り、これを克服、停止するため

に案出された修行法。五停心観の一」と述べられる1）。貪欲は三毒（貪瞋痴）の筆頭にあげ

られる程の大煩悩である。その貪欲が、輪廻の生存苦の起点にあることについて、例えば『大

宝積経』に所収される『文殊師利仏土厳浄経』は次のように述べる。

「貪欲を離れていない者〔である〕彼は渇愛する。渇愛が、そこにある〔ところの〕彼は、

〔輪廻に再び〕生ずるであろう。生が、そこにある〔ところの〕彼には受がある。そこ

に受がある〔ところの〕彼に出離はない。」2）

　輪廻からの出離を拒むもの、すなわち苦の起点となるこうした「貪欲」を克服し、停止す

るための代表的な行法が「不浄観」である。古くは『スッタニパータ』をはじめとする初期

仏典、そして『大毘婆沙論』『倶舎論』『清浄道論』などのアビダルマ論書、そして大乗の禅

経（例：『坐禅三昧経』）でも扱われたように、広く仏教徒によって関心が寄せられた観法で

ある。さらに律蔵の波羅提木叉の四波羅夷法第三に挙げられる「殺戒」の因縁譚では、強い

無常や厭離を感得しやすい不浄観への対策として、数息観が説かれた程である。不浄観は三

蔵における共通主題の一つといえよう。

　仏教は「惑（貪瞋痴）」がもたらした「業」果、すなわち三界流転の輪廻の「苦」からの

解脱を目標とする。その意味でこの不浄観は、仏教の実践面にとどまらず、教理面において

も、重要な地位を占めていたことが推測できよう（不浄観は声聞の修行階位である順解脱分

（三賢）の第一に相当する）。

　さて本考察ではこうした不浄観を、『大宝積経』に所収される『勇施長者所問経』に基づ

いて考察するものである。この経典については、重要な教証としての指摘（例：広大な菩提

1 ）『新纂浄土宗大辞典』（浄土宗、2016）において大南龍昇氏が担当された【不浄観】の項目からの
引用。本稿執筆にあたっても、同項目から大いに裨益を受けた。

2 ）’Phags pa ’Jam dpal gyi sangs rgyas kyi zhing gi yon tan bkod pa zhes bya ba theg pa chen po’i mdom（サ
ンスクリット本未確認）、P.no.760-15,dKon brtsegs,Wi.321b2ff.、D.no.59,dKon brtsegs,Ga282b3ff、「gang 
ʼdod chags dang ma brel ba de sred paʼo / / sred pa gang la yod pa de ni skye bar ʼgyur ro / / skye ba gang la 
yod pa de la tshor ba yod do / / gang la tshor ba yod ba de la ʼbyung ba med de / /」
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縁起を何とか分かり易く解説したいという思いが基本にあった。最初の原稿を書いた時から

約 25 年の歳月が流れ、その頃の科学知識から我々は多くの新たな知見を得ている。遺伝子

や染色体の知識、そして感染症への対策を経て変異や環境適用の事例も多く得ている。科学

が解明しつつある進化や適応のメカニズムを、ゴータマが語った無明や縁起観が先見的に見

通しているのだということは今後も証明されていくと考えられる。
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ることが考えられた。この技術が開発されるまでは、モルヒネなどの麻薬注射が一般的であっ

たが、これには急速な体力の低下を生むという弊害がある。13）

　さて、末期患者に対するこのような緩和ケアは、抜歯や難産の際の処置、つまり治療の補

助としてのペイン・クリニックとは明らかに異なることに注意せねばならない。その苦痛の

除去を前提としての別の新たな治療が行われるわけでもなく、またそれによって病気の進行

をくいとめる訳でもないのである。別の観点から言うと、異常を脳に伝え、迫る危険を知ら

せる「苦痛」本来の役割りはこの場合もう用をなしていないと見てよい。14）

　染色体であるとか遺伝子であるとかという、極めて微細なレヴェルでの連続を生命と考え

てみると、個体の死と言うのは、遥かなる過去から連なっている連続の中の単なるほんの小

さな区切りであって、決定的な断絶とは看做し難い。遺伝子の中に組み込まれた様々な情報

という記憶は確かに継続されている。それが、意識のレヴェルとの記憶とはたして本質的に

違うのかどうかは私には分からない。我々の身体を形成しているひとつひとつの細胞は、我々

の個体としての生命よりは短い単位のサイクルで目まぐるしく生成死滅を繰り返している。

だが我々の個体の生命そのものも、よりサイクルの長い「大いなるいのち」のほんの一部を

形成するのみである。この「大いなるいのち」との連なりを輪廻と呼ぼうが、遺伝子の連続

と呼ぼうが構わないが、それはけっして時間的な縦の関係のみを構成するものではない。こ

の「大いなるいのち」を共有する全ての生命体に流れる横の関係をも構成しているのである。

一つの細胞の中の一つの染色体に他の全ての染色体の情報が含まれるのと同じように、持ち

合わせた感受作用を通して個の生命をその「大いなるいのち」の中で位置づけることが出来

たなら、共に生きる他の生き物を全く別個な他者と位置付けることなど不可能であろう。こ

こに輪廻が持つ宗教的な意義づけがある。

　自己の生命の中に潜むこの「大いなるいのち」に触れることは簡単なことではない。「無明」

から起こる習慣性（「行」）から、あたかも実在するかのように認識されるこの世界が生じ、

その世界との対峙の中で個体生命保持のための感受作用が生じるのである。この感受作用が

欲望と執着をうみ、そしてやがて痛苦を含む苦悩が発生する。この悪循環から脱出するため

のあらゆる行動は、しかしこの仕組みの中にしか存在しない。この仕組みの中にしか存在自

体がないからである。つまり、痛苦を含む苦悩を感受することの中にしか「大いなるいのち」

の実感はないのである。だとしたら痛苦の完全な除去が果たして「緩和ケア」の理想的な姿

なのか、今に至るまで私には結論は出ない。

本稿は、1997 年 5 月に韓国の益山にある圓光大学校崇山記念館で開催された医療と宗教文

化をテーマとした国際学術会議で筆者自身が行った研究発表の内容に基づいている。十二支

13）大瀬戸清茂他『ペインクリニック』医学書院, 2000. 等参照。
14） 緩和ケアに関しては、恒藤暁／田村恵子／新幡智子他『緩和ケア』を参照した。
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決して苦や楽は絶対的なものではなく、希求する値を持ち合わせ、それとのギャップを感知

し得る生命個体によって定まるのである。疼痛学でよく例に出される事例である幻肢痛 11） 

や日焼けの痛み（日焼け自体が痛い訳ではなく、状態を回復しようとする身体の働きが痛み

である）を考えてみても分かるが、厳密に言えば苦や楽は外的に存在するのではない。原則

的には感受作用を一切失った個体に苦悩や苦痛は存在しないはずである。もちろん釈尊は生

理的な苦痛のみを問題としたわけではなくて精神的なものを含めすべての「苦悩」の主原因

は「執着」であるとしたのである。すなわち執着のコントロールが苦悩からの解脱を生み出

すのである。一方で釈尊は、「一切皆苦」と言った。すべての存在は感受作用の対象として

存在する以外にはなく、その感受作用は苦（＝不快）を尺度としているのであるから当然の

事とも言える。

　医療の現場で「緩和ケア」ということが問題とされてから久しい。本来、医療というもの

は病原を究明して特定し、その病原を取り除いて治療することを原則とする。釈尊が四諦の

法則として示した問題の対処方法がこの構造である。ところが病原がどうしても特定できな

い場合でも、目の前の苦痛に何も処置を行わないという訳にはいかないであろう。この様な

場合の処置を symptom control（対処療法）と呼ぶ。原因に対して働きかけ、その除去によっ

て治療を施す本来の療法とは大いに異なる。末期の癌やエイズの患者に対する「緩和ケア」

は重要な課題なのである。「緩和ケア」のなかにも心理的な分野と生理的な療法との両者が

あるが、現実には生理的な「ペイン・クリニック」が存在してはじめて成り立つものであろ

う。激痛に耐えながら人生の意味を深く考えることは通常の人間には無理な行為である。

　ペイン・クリニックの登場は、抜歯の苦痛を緩和する療法からであったという。その時の

麻酔の技術を英国女王の難産の時に流用したのがそれを拡める契機になったと聞く。いずれ

にせよ、麻酔の使用は病気の治療としてはあくまで補助であり、外科的な療法に伴う苦痛の

緩和であった 12）。 すなわち本来、ペイン・クリニックとはそれが治療に役立つ場合にのみ行

われたのである。例えば、関節の炎症による苦痛等に対して、痛みの悪循環を避けるために

一時的に痛みを除き、自分で動かせる範囲を拡げることが治療に役立つと考えられ、鎮痛剤

やステロイドあるいは麻酔薬の関節内注入（関節ブロック）が行われるのである。ちなみに

神経ブロックという考え方は、脳自体を麻痺させて痛みを緩和しようとする最初期の発想と

は大きく異なっている。痛みを伝える脳脊髄神経節や交感神経節に麻酔薬やアルコールや

フェタノールなどの薬液を投入して神経を一時的に破壊してその働きを停止させる処方、つ

まり感受作用と感覚器官そして感覚対象との接触をブロックする方法なのである。この方法

であれば痛み以外の感受作用にさほどの影響はない。

　この神経ブロックという療法を利用して、癌性疼痛（癌にともなう強烈な痛み）に対処す

11） 四肢切断後の患者が、失った四肢があたかも存在するような錯覚を持ち、その失われた四肢に温
冷感や痺れ感などの感覚を知覚する現象を幻身体と呼ぶ。乳房や陰茎や眼球などの切除後にも幻身
体は現れ、そこに痛みを感じる現象を幻肢痛と呼ぶ。脳科学辞典 「幻肢痛」住谷昌彦 2012年8月。

12）痛み研究の歴史に関しては、飯田宏樹／牛田享宏『疼痛医学』医学書院, 2020. 等参照。
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応というより、感情との交わりが強い感受と言える。8）

　「触覚」と「皮膚感覚」とはおそらく極めて近いものを指す概念なのだろうが、その言葉

の持つ響きは随分と違う 9）。生命に直ぐさま危険なほどの熱感や冷感も含め、環境としての

寒暖は普通、皮膚感覚として感知されるようになっている。生命保持に最も適切な適温を基

準として、それとの格差によって暑さや寒さという感受が構成されているのである。その

ギャップが大きければ大きいほど苦痛の度合いはきつくなるし、そのギャップが緩和されて

いけばそれが生理的な安楽である。つまり求めるものが裏切られている度合いが常に苦の度

合いなのであり、充足される度合いが安楽の度合いなのである。我々には高山病になるほど

の空気の薄さも高地で生まれ育った人間には当然のことだが何ともない。身体が生理的に求

める度合いが最初から違うのである。内的な資質がもとから違うのであるから、感受される

苦楽の基準も当然異なってくる。　

　辛い、酸っぱい、塩っぽい、甘い、等これら味覚を作り上げているすべての要素は、本来

はその食物が腐敗や毒を含んでいることの警告を我々に与える為に存在したものばかりであ

る。生命を脅かす程の毒は痛苦を伴う味覚を発生させる。にも係わらず、我々は僅かな腐敗

や僅かな毒を逆に味わいとしてその刺激を喜びはじめ、それを求め、そしてそれに執着する

ようになった。ここで味覚は欲望へ急発展していったのである。美味しいものを味わうため

に味覚があると錯覚し、味覚の対象がそこに実在すると人間は思い込んだのである。さらに

嗜好品とされるものに対する人類の反応は生物本来の感受作用の役割とは極めて異質なもの

を我々の生活に取り込んでしまったようだ。ある種の毒物の摂取は我々の神経を麻痺させ、

感受を鈍らせる。毒物を感知してそれを摂取しない為に獲得したはずの感受作用を、我々人

間は別種の用途で使い、麻痺を喜びはじめたのである。アルコールやニコチン、そしてカフェ

イン等の物質は明らかに感受作用の麻痺であるが、ストレスの一時的な回避には一定の効果

を発揮するのである。ただしこれらの物質は依存症状を引き起こす。ここでも執着こそが「苦」

を作り上げている主たる原因であることの例を見ることが出来る。煙草がなくて苛立つ苦し

みは煙草を吸わない人には存在しないのである。一時的な回避が習慣性を生み、その習慣性

が新たなストレスを引き起こすのである。10）

　釈尊は「愛」（ここでは執着の意味）を「苦」の原因の主たるものとした。生理的なレヴェ

ルで言えば、例えば適切な室温すなわち生命維持に最も適切な温度と現実とのギャップが暑

いとか寒いとかの苦痛なのである。そしてその解消が涼しいとか暖かいとかの安楽になる。

8 ）小長谷正明『脳と神経内科』岩波新書475, 1996, p.31; 青木清『動物行動の謎（脳のしくみを発
見する）』NHKブックス592, 平成2年, p.33; 金子隆芳『色彩の心理学』岩波新書 134, 1990.等参照。

9 ）五感と呼ばれるものの内、触覚は医学的には細分されて、体性感覚（触覚・温度感覚・皮膚痛
覚などの皮膚感覚と、筋張力や振動などを感じる深部感覚に分けて考えられている。さらに、内臓
感覚や空腹渇きなどの臓器感覚は医学の世界では別種のものとされている。

10）遺伝学や進化生物学の基本的な概念や学問の進展に関しては、斎藤成也『ゲノム進化学入門』共
立出版, 2007に多くの示唆を得た。
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その結んだ像から概念が形成されるのではなく、多くの場合は概念からその像が決定される

のである。としたら、我々が目の前で現に今見ていると考えるこの現実は、我々自身の概念

が作り上げた世界かも知れない。ひとつひとつの画像の共通項を括るかたちで幼児は様々な

概念を獲得していく。丸と四角と三角はトポロジカルには同一の存在であるが、それらが分

化され細分化されて知識の世界が徐々に構築されていく 5）。しかし、知識の増大は同時に、

それに纏わる煩悩の増大でもあることを釈尊は指摘した。人々の欲求は知識が作り上げた概

念の数だけ存在するのである。

　視覚を含めあらゆる感受作用は種の保存という生物の前提とも言える本能のために存在す

る。その為には個体の生命を一定期間保持する必要があり、そのために我々は様々な種類の

欲望を付与されているのである。自己の生命を脅かす敵を出来得る限り早く察知するという

目的の為に、その敵の動きを「太陽光線の屈折の度合いの変化」という形で情報に変えて取

り込み感知する能力を我々動物の祖先は獲得したのである 6）。したがって厳密に言えば、見

えるということ自体に潜在的に「生きたい」という欲望が内在していると言えるであろう。

人間の視覚が感知出来ない周波数の光もこの世には存在する。赤外線や紫外線は器具を使わ

なければ関知できないが、その理由はおそらく、それを視覚の対象とする必要性が我々の最

近までの進化の過程では存在しなかったからだと判断される。感知可能な周波数の光りの中

に自己の生命を危険に陥し入れる毒物の色が含まれるが、これが色の識別を我々が獲得して

きた最大の理由である。腐敗した食物を色の変化を捉える事によって除外することを色の識

別は可能にしてきた。色付く果実を目にすることによってその熟成度を知り、より栄養価の

高いものを求め食してきた。

　同じ事は聴覚についても言える。人間の耳が捉えられる音の領域が音のすべてではな

い 7）。犬笛の音は人間には聞こえないが犬には聞こえるという。我々が普通に聞こえる周波

数の範囲の中に、自己の生命を脅かす敵の動きを察知出来る要素が普通は含まれているので

ある。ただし長周波や低周波などの超音波は、普段は意識の領域には昇らないが聞こえてい

ない訳ではない。それらがもたらす害についても最近注目されつつある。

　生理学的に匂いを分析すると、嗅細胞の受容体に空気中の化学物質が結びついて刺激が起

こり、匂いが探知される、と説明される。嗅細胞からの嗅神経が脳底部の嗅球と言う部分で

匂いの種類ごとに情報が処理され、この情報が大脳の中を行ったり来たりしながら認識に結

びつく。その間に記憶による影響が与えられる。つまり、嗅覚は純粋に生理学的な理性的反

5 ） 拙稿「幼児の絵画に見られる概念の分化」『佛教大学宗教文化ミュージアム研究紀要』第10号, 
2014, pp.165-177.を参照されたい。

6 ）サイモンイングス『見る:眼の誕生はわたしたちをどう変えたか』吉田利子訳,早川書房,2009. 
7 ）人間の可聴域は、およそ20ヘルツから20キロヘルツと言われているが、イルカやコウモリは

200キロヘルツ位まで捉えうるという。
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呼ばれる分裂を起こし、いわば半分の細胞と、別の個体の半分の細胞とで合体を起こして一

倍体になって新たな個体として新たな命を得る。このやり方で自然に「組み替え」がおこな

われ、父とも母とも違う性質を持つ細胞の子供が出来るのである。全く同じ遺伝子の組成を

持った個体は絶対に生まれて来ない。我々は一人ひとりが唯一無二の存在なのである。もし

同じ遺伝子を持つ個体ばかりになると全滅の危険性があるからだと考えられている。個性が

なければ環境の激変に対応出来ないのである。つまり雌雄に分かれて減数分裂する細胞の合

体によって一倍体の新たな個体を作り上げるこの仕組みは、世代の交替と遺伝子の組み替え

が同時に、しかも効率よく遂行されるように意図されているのである。その仕組みを達成す

るためには個体は或る一定の時を経ると体細胞の再生が滞り、個体の死によって全体的な個

体数を維持しながら新陳代謝が行われるようになっているのである。3）

　いずれにせよ個体としての我々生物各個は「死」という限界をもっている。医学の進歩は

個体の命を長らえてきたが、しかし永久に個体の生命を存続させることは不可能であろう。

何故ならその個体の生命のすべての要素は、より大きな「いのち」の存続の為に存在し、そ

して一見矛盾することのようだが、「死」も個体の生命の一つの重要な構成要素なのである。

視覚や聴覚、そして臭覚、味覚、触覚などの感受作用なしに我々は生命を実感し得ないが、

この感受作用こそが、苦痛と快楽を形作り、あらたな別の個体の生命を生み出し、そして死

という現実を生み出すのである。感受作用を生み出す取捨選択と、その延長にある欲望が「種

の保存」を保証していると言ってよい。心を動かされる物や志向する事柄はすべて基本的に

は個体の生存に必要なものである。つまり個体の生存に必要なものを求めるように構造的に

仕組まれていると考えて良い。したがって、感受作用の及ばないものに強く惹かれることは、

本来はあり得ないのである。感受作用こそは進化の過程で我々の祖先が獲得してきた生命保

持の手段なのである。つまり我々が個体として生存し得るその基盤を作り上げているものは

感受作用であると言える。それではその感受作用は如何にして我々の生命を存続させるため

の作用をおこなっているのであろうか。4）

　感受作用が視覚によって代表される事は多い。視覚が成立するためには厳密に言えば、止

まることの無い時間経過を極めて短時間であっても停止させて像を結ぶ必要がある。そして

3 ）「分裂で新しく生じた細胞が、次の分裂を終了するまでの期間、つまり一つの細胞の一生を細胞
周期という。太田次郎『細胞からみた生物学』（改訂版）裳華房, 2004, p.29;「始原生殖細胞は、分
裂して雌では卵原細胞、雄では精原細胞となる」同書 p.88; 高木由臣『有性生殖論（「性」と「死」
はなぜ生まれたのか）』NHKブックス1212, 2014, p.187.

4 ）動物行動学の創始者のひとりとして有名なカールフリッシュ（1886-1982）は、ミツバチの感覚能
力を記述し、ミツバチは我々人間と同じように「色が見える」が、そのスペクトルは人とはズレて
いることを報告し、彼らの行動の原理がその種が持ち合わせている感覚能力に基づいていることを
解明しようとした。この動物行動学を人間の行動に相同するものと考える学者たちは初期には多く
の批判を浴びたと言われる。（p.324）また、優生学と結びつくので、ナチス運動など政治的な偏向が
起こることを危惧する人も多くいた。ミシェル・モランジュ『生物科学の歴史―現代の生命思想を
理解するためにー』佐藤直樹訳, みすず書房, 2016.



13 13

痛苦の持つ意味
　

小野田　俊蔵

　身体的な痛苦にせよ精神的な苦悩にせよ「苦」は何らかの形でそれが「死」に繋がること

をその当該の個体に自覚させるための危険シグナルであると考えられる。しかし、そもそも

その「死」とは何なのか。ここでいう「死」とは個体の死であり「種」の断絶や絶滅を死と

呼ぶことはないようだ。死ぬことが、何らかの連続を何らかの形で切断するものであること

はむろん間違いないであろう。普通その場合の連続を我々は生命と呼んでいる。確かに個体

の生命はここであたかも切断されるかに見えるが、しかし別の考えかたが成立する余地はあ

る。死ぬことが連続を断絶するというものではなくて、例えば、関節のように、それらは連

続を作り上げているものだ、と考える考え方である。各々の個体が所属している「種」の存

続という立場から考えると、関節としての死はその積極的意義を十分に持っている。そもそ

も個体の死という新陳代謝は、その種が保存されていくことにとっては不可欠なもので、死

がなければその種は永続していかない構造なのである。

　言うまでもなく、我々人間は細胞によって成り立っている。その様々な細胞の中で、神経

系の細胞や心筋細胞などは生まれた時の細胞をそのまま使い続け、老化と共にその数を減ら

していく 1）。その他の細胞では回数の上限はあるにせよ再生を何回か繰り返しながらやがて

予め設定された規定回数を使い果たして再生活動が終わる。これによって個体の死が訪れる

のである。もちろん不幸にもその途中、病気や事故でその細胞の維持が不可能になる場合に

は不慮の死が訪れる。種の立場からの「積極的意義」と私が上で言ったのは、個体の死が、

種の新陳代謝をもたらす働きをするからである。2 ）

　我々雌雄に分かれて生きるものの細胞は、自分の生存に関わる体細胞、と子孫を残すため

の働きに関わる生殖細胞の二つのタイプに分かれている。その後者の生殖細胞は減数分裂と

1 ）老化という現象がすでに個体の中で死と類似した働きをしていると見ることも出来る。細胞数

という観点から言うと、神経細胞や心筋細胞の細胞分裂は、成長期には停止している。すでに個体
の死はそこで始まっているのである。今堀和友『老化とは何か』岩波新書297, 1993, p.44; 細胞分裂
と細胞死については、浅島誠『生物の「安定」と「不安定」（生命のダイナミクスを探る）』NHKブッ
クス 1243, 2016, p.88.参照。

2 ）ドイツ人病理学者であるRudolph Virchow （1821-1902）が早くも19世紀の中頃に「細胞が存在
するところには必ず先在細胞がなければならない」と述べている。つまり生命は生命からしか発生
しないと言明しているのである。この言明が持つ意味は大きい。つまり人が神によって創造された
ことを否定しているのである。James Trofil, 家泰弘・川村順子訳『自然のしくみ百科—宇宙から
DNAまでー』丸善, 2007, p.195; 柳田充弘『細胞から生命が見える』岩波新書387, 1995, p.27.
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くはこうした「苦」と「苦を起こす行為」に対する無自覚なる存在から自覚する存在へと転

換することを教え諭す極めてシンプルな構成を主軸として繰り返し説かれているのである。

その教えの背後には、実際に絶えず宗教的実践に励んでいた当時の仏教修行者たちの真摯な

修行生活が垣間見える。こうした構成による説示内容の中には最古の仏教が説こうとした、

「苦」なる状況を直視し「苦」から脱するための宗教的実践にこそ意義がある、という根本

的立場が端的に示されているように思われる。

　最古層経典では「苦」は日常的に体験する身近な表現で説かれ、その目的も実際に人々自

らが「苦」から自由になるために説かれたものであったが、古層経典以降になるとそうした

実践の自主性は薄れ、また「苦」のさまざまな問題も偉大なる開祖ゴータマ・ブッダの教え

として教理化され概念的に説かれるようになり、思想として構築されていくようになる 7）。

こうした展開を通して、最古の仏教が繰り返し教示した宗教的実践の本来的な意義が徐々に

失われていったことを見落としてはならない。

────────────────────────────────────────
1）M.Monier Williams, “ A Sanskṛit-English Dictionary” Oxford  p.483。
2）dukkha と同様の用例として、「世尊は語った。ピンギヤよ、人々が渇愛に陥ってしまい、苦しみが

生じ（santāpajāte）、老いにひしがれているのをよく観察しつつ」（1123ab）のように、santāpa 

（＜ saṃ√tap「熱する、悩む」）という語がみられる。
3）第五章に説かれる苦、苦の原因、修行法、悟りの境地に関する用例については、並川孝儀「『スッ

タニパータ』第五章「パーラーヤナ・ヴァッガ」にみる世尊の説示に関する基礎的研究」『佛教大
学 仏教学部論集』104 号　2020.3  pp.1-16　を参照されたい。
4）この pamādā が欠落している異本もあるが、 Cullaniddesa と註釈文献 Paramatthajotikā には存在し

ており、ここではそれに準ずる PTS 版に従う。
5）sata および sati に関しては、並川孝儀「最古層経典における sata、sati の用法」『佛教大学 仏教学

部論集』105 号　2021.3  pp.1-18、および、同「最古層経典に sata、sati の意義とその展開 ─ 仏教
最古の根本的立場─ 」『佛教大学 仏教学会紀要』第 26 号 2021.3  pp.1-24 に詳述しているので参照
されたい。
6）古層経典でも古いといわれる『サンユッタ・ニカーヤ』の「デーヴァター・サンユッタ」には「〔自

己の存在に対する〕正しい自覚は（sati）この世に〔存在する人々に〕おける覚醒である（jāgaro）」
（SN.1-8-10）と、sati はこの世における覚醒とも説かれる。
7）最古層から古層以降の韻文経典における教理化についての詳細は、並川孝儀「初期韻文経典にみ

る教理化の一断面 ─「無常（anicca）」、「行（saṅkhāra）」、「蘊（khandha）」からみて ─」『佛教大
学 仏教学部論集』106 号　2022.3 （予定）を参照されたい。
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なしてよいが、これらの用例をまとめてみると、「涅槃」という表現や、平等の体現、意識

作用の滅尽なども説かれるが、何よりも「渇愛を取り去る」や「執着を乗り越える」といっ

た「苦を起こす行為」を乗り越える表現や、「死の魔王を見ない」、「生まれや老いや憂いや

悲しみを捨てる」などの「苦」の消滅の表現が多くみられる。修行の目的に関する内容も同

様の表現である。

　このように、最古層経典では仏教修行者が長き厳しい修行生活を通して体得した理想的な

境地や修行の目的は、「苦」および「苦を起こす行為」を捨て去るや、乗り越えるなどと表

現されている。結局のところ、「苦」と「苦を起こす行為」を否定した表現が主たる内容で

あることがよくわかる。「苦」の消滅は「苦を起こす行為」が断ち切られた結果なのである

から、こうした理想的な境地も修行の目的も、突き詰めてみれば、「苦」のない、「苦を起こ

す行為」を根絶した状態であることを示していることに他ならない。このように苦しみの状

況から苦しみのない状況へと、苦を起こす行為からその滅尽へと極めて簡潔に表現されるの

も、誰もが苦しみから自由になろうと道を求めた人々に対して最古の仏教がどのような立場

で教え諭していたかをよく示している。その立場も、後代になるとゴータマ・ブッダの偉大

さを示そうとしたのであろう、悟りへの道がいかに深遠であるかを詳細な修行階梯によって

説かれるようになるのとは、いかにも対照的である。最古の仏教は、結局のところ「苦」と

「苦を起こす行為」の無自覚から自覚する存在者へと自己を形成するところに主点が置かれ

ていたのである。

（８）まとめ
　「苦」は「苦を起こす行為」によって引き起こされた様相をいうのである。つまり、「苦」

は結果であり、「苦を起こす行為」が原因なのである。仏教は「苦」から自由になることを

目的としている宗教なのであるから、教えの主軸が「苦を起こす行為」となるのは当然のこ

とである。そういう理由からなのであろう、最古層経典には「苦」より「苦を起こす行為」

が繰り返し多様に説かれる。そこには、「苦を起こす行為」の無自覚によって「苦」が生じ

るのであり、その逆に「苦を起こす行為」を正しく自覚すれば「苦」が消滅すると説かれる。

この無自覚なる存在から自覚する存在へと自己を確立させることが当時の仏教の最も大きな

目的だったのである。それを可能にするのが、最古層経典に繰り返し説かれる当時の修行な

のである。その修行は、まずゴータマ・ブッダが教示した「苦」の教えを了知して、絶えず

苦なる自己の存在をあるがままに正しく自覚し（sata、sati）、日々の修行を実践し続けると

いうことである。この修行の過程を経て導かれる理想の境地も、「涅槃」などの他に、「苦」

が滅した境地として、また「苦を起こす行為」が断ち切られた境地と、「苦」を中心とした

表現で説かれているのである。道を求めている仏教修行者については「苦を起こす行為」を

断ち「苦」から離脱すべく歩むべきであると教え諭し、すでに「苦を起こす行為」を断ち切

っている聖者については「苦」から開放され自由の境地に身を置いている様子が説かれてい

る。要するに、最古層経典の教えはさまざまな状況設定で多様に説き示されてはいるが、多
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静への道を求めた仏教は、「自己の存在を正しく自覚する」ことが「苦」を超克するための

必須条件と考えたのである。絶え間なく修行を行うことで苦なる存在から苦のなくなった存

在へと自己改革を説く仏教にあっては、人間は苦を超克し続けるべき存在であると考えたの

も必然である。だから、自己に対する正しい自覚は絶えることのない継続すべき実践である

と説かれたのである。このように、自己を正しく自覚することは修行に入る第一歩の実践で

あるとともに、日々の一瞬一瞬の修行における宗教的行為なのである。

　こうした点を踏まえると、 sata、sati は精神的修行を表現する用語の中でも、自己の存在

がどういった状態にあるのかを絶えずあるがままに洞察する作用を一義的に有しており、さ

らにはその作用に関わる多くの宗教上の機能も内包した総合的な意義をもつものであったと

考えられる。そこで、この用語の意義をもう少しわかりやすく表現してみると、まず「自己

の存在を心にとどめ、その存在をあるがままに洞察すること」であろうが、具体的には「苦

なる存在である自己をあるがままに自覚すること」や、「苦を起こす自己の行為をあるがま

まに自覚すること」を意味する。そこから「苦なる存在である自己を否定しようとする自覚」

と「苦を捨て去ろうとする自覚」が現れ、自己の変革を目ざし日々絶え間なく修行を実践し、

遂には執着や渇愛などの「苦を起こす行為」を捨て、「苦」のない境地を体得すると考えた

のであろう。

（７）修行を通して導かれる理想的境地
　ここで、修行によって導かれる理想的境地がどのように表現されているのかを、第四章、

第五章の用例から少しみておこう。

　「この世〔に存在するもの〕に対する執着を（visattikaṃ）超える」（76）、「等しいとか、

優れているとか、劣っているとか思わない」（855）、「自らの垢を（malam attano）吹き消す」

（962）、「涅槃した（nibbuto）」（1041、1095）、「執着を（visattikaṃ）乗り越えられよう」（1053、
1066）、「生まれや老いや憂いや悲しみを（jātijaraṃ sokapariddavañ ca）捨てるであろう」

（1056）、「涅槃を〔体得できるように〕」（1062）、「涅槃した人々は、絶えず寂静であって、

この世〔に存在するするもの〕への執着を（visattikan）乗り越える」（1087）、「意識作用は

滅する（viññāṇaṃ uparujjhati）」（1111）、「死神を乗り越えるであろう（maccutaro siyā）」

（1119）などがみられる。

　また、これに関連して、何のために修行するのか、その目的に関する用例も挙げておく

「さまざまな欲望の対象を（kāmāni）回避する」ために（771）、「どんな渇愛も（taṇhā）心

の内にあり、それらを取り去るために」（916）、「〔五つの〕塵垢（pañca rajāni）を制するた

めに」（974）、「心をすっかり解き放ち（suvimuttacitto）、〔五つの塵垢に対する〕興味を

（chandaṃ）なくす」ために（975）、「この世に〔存在する人の欲望の衝動による〕さまざま

な流れを（sotāni）阻止する」ために（1035）、「この世に存在するいかなるものにも執着し

ない（na upādiyetha）」ために（1104）などである。

　これらの修行によって導かれる結果は、仏教修行者がめざす理想的な境地を示すものとみ
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を〕正しく自覚することである（sati）」（1035）

というように、この世は人々の欲望によって生じた苦しみで満ちているが、それを阻止する

のは自己の存在を正しくあるがままに自覚することに他ならないと説くのである。最古層経

典には、この「自己の存在を正しくあるがままに自覚すること」が繰り返し説示されている

ので、これよりその用法を考察する。

（６）最古層経典における sata および sati の意義　
　最古層経典でも第五章「パーラーヤナ・ヴァッガ」を中心に、苦しみを脱して寂静なる悟

りへの境地をめざす道程が説かれているが、そこでは「自己の存在を正しく自覚すること」

を意味する sata および sati がその道程の中核的な役割を担っている 5）。そこに説かれる悟

りへの道程は当然のこと原初的な内容であり、いまだ修行法として確定しているような説示

はみられないが、むしろそうした簡潔な修行の説示であればこそ、どこに力点が置かれてい

たかが顕わとなり、当時の根本的立場を読み取ることができる。

　sata は √smṛ「記憶する、心にとどめる」という語根の過去受動分詞であり、sati は名詞

である 6）が、これらの語は悟りへの道程における修行の第一歩として、また修行の根幹と

して用いられており、当時の仏教における修行の根本的立場の一端を示しているものと考え

られる。というのも、悟りへの道程を説く一八の用例中の一四例までが sata や sati を修行

の中核と位置づけるという極めて特筆すべき用法によって説かれているからである。この用

語が仏教の興起時代における修行の根本的立場を端的に示しているものとするならば、そこ

に説かれる内容こそが仏教の修行法の源流を示すものであるともいえる。これは、まさに

「苦」なる存在であり「苦を起こす行為」を行っている人を正しく自覚させることによって、

「苦」から自由となり「苦を起こす行為」を捨て去った人へと導く宗教的実践を意味してい

るものともいえよう。そう考えれば、仏教が興起した当初はこの自己の存在をあるがままに

正しく自覚するという姿勢こそ、仏教修行者にとって最も重要な宗教的行為であると考えら

れていたことがわかる。

　当時、「苦」や「苦を起こす行為」をどう乗り越えればよいのかという人間の最も根源的

な問題にゴータマ・ブッダが説いたとされる教えに、

「伝承によるものではなく、存在するものを目の当たりにできる〔この世において、激流、

生まれと老い、憂いと悲しみを乗り越える〕教えをあなたに説き明かそう。その教えを知っ

て、〔自己の存在を〕正しく自覚していて（sato）、修行し続けていれば（caraṃ）、この世〔に

存在するもの〕への執着を乗り越えられよう」（1053）

という偈がある。この世に生まれては老いていき、憂いと悲しみなどの苦しみに日々直面し、

その状況からどうすれば抜け出せるのか迷っている人に、ゴータマ・ブッダの教えが契機と

なり、一人ひとりが主体的に「現に存在する自己を虚心に自覚して」、「正しい行いを日々実

践し続け」れば、「苦を起こす執着を乗り越え、苦しみから脱することができる」と教える

のである。このように、悲しみ、憂い、不安、怖れ、絶望という苦しみから解き放たれた寂
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説く。また、

「欲求し興味が生じたときに（tassa kāmayānassa chandajātassa jantuno）、その欲望の対象が

得られずにいれば、人は矢に射抜かれたように、激痛に苦しむ（ruppati）」（767）

と、自らが得たいと欲求したものを得ることができない場合も、現実を正しく自覚していな

かったことによってギャップに直面して苦しむと説いている。

「人々は我がものとしたもののために（mamāyite）悲しむ。というのも、獲得したものは

（pariggahā）絶えずあり続けるわけではないからである」（805）

には、人は所有したものに執着するが、しかし所有したものはいつまでもあり続けることは

ないというこの世の真実に対する無自覚によって、執着にとらわれ人は悲しむと説かれる。

「心の思い通りに目的をなし得て、その人はそのことで愉快になり（hassati）、高慢になる

（uṇṇamati）。高慢になることは、その人にとって苦しみ患うもとなのである（vighātabhūmi）」

（829 – 830）

には、思い通りになれば愉快になり高慢になるものが常であるが、実は高慢になることが自

らを苦しめるもとであることを自覚していないことによって、その結果、苦しむことになる

と説く。

「この世〔に存在する人〕は〔真理を見極めない〕無知に覆われている（avijjāya nivuto 

loko）。〔この世の人は〕欲深いことによって、勝手気ままであることによって輝かないので

ある」（1033）

には、この現実の世が無知に覆われて輝かないのも、この世の真実を自覚できていない人々

の欲深さと勝手気ままによるものであると説く。この他にも、

「この世〔に存在する〕人は、喜びに束縛されている（nandīsaṃyojano loko）」（1109）

この世の人は喜びを求めて生きるものである。しかし、実際はそれに束縛されて苦しむこと

になるが、それは快楽に導く喜びには苦しみがあることを自覚できていないからであると説

く。また、

「人々が渇愛に陥ってしまい、苦しみが生じ（santāpajāte）、老いにひしがれているのを（jarasā 

parete）よく観察しつつ、あなたは勝手気ままな〔生活を送る〕ことなく、渇愛を捨てなさい」

（1123）

には、人々は渇愛に陥ってしまい、その結果、苦しみが生じ、老いにひしがれている現実を

正しく自覚していないで、勝手気ままに送る生き方を捨てよ、と説く。

　これらの偈は、いずれも「苦を起こす自らのさまざまな行為」によって「苦」が生じてい

るのに、無自覚 ─ これらの偈では自覚や無自覚という用語で表現されてはいないが ─ で

いることによって人々は苦しむことになるという構成で説示されている。しかし、最古層経

典はその説示だけで説き終わるわけではない。自省することなく無自覚によって苦しむ人々

に対して自己を正しく見つめ直すことこそが「苦」を捨て去るための必須条件であると教示

し、「自己の存在を正しく自覚すること」の重要性が強調される。その偈は、たとえば　

「この世に〔存在する人の欲望の衝動による〕さまざまな流れを阻止するのは、〔自己の存在
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（５）「苦」と「苦を起こす行為」に対する無自覚と自覚
　「苦」を正しくあるがままに自覚しているのか、それとも無自覚であるのかは、「苦」から

自由になるか否かを決定する根拠となる。人は、欲望の対象ばかりに眼が向き、快楽や喜悦

を追い求めているので、多くの場合、自己に起こっているであろう「苦」に気づいていない

のである。しかし、自分は「苦」を自覚していないから「苦」を感受していないという問題

ではない。老い、死という根源的で不可避な「苦」の中に身を置き、そして対象への執着な

どの「苦を起こす行為」を常に行いながら、その在り方に無自覚であっても、そうした状態

にあること自体が「苦」なる存在であることを意味する。そのことを強く教え諭そうとして

いたのでろうか、最古層経典には「苦」に身を置く仏教修行者が「苦」から自由になれるよ

うに、今ある自己の存在を直視し正しく自覚することの重要性を繰り返し説示している。た

とえ、その人間が怠惰であり続ける存在であり、挫折を繰り返す存在であり、欲望の対象を

貪り続ける存在であっても、否、むしろそうした存在者であればこそ、逆説的な見方ではあ

るが、自己をあるがままに自覚できる存在者となりえるのかもしれない。そうした存在者に

自覚の機会を与え、絶えず自覚し続けられる状態を支えるのが日々の修行実践であり、その

連続性が修行道であったのであろう。

　このように、自覚こそ日々の修行を通して「苦」から解き放たれた境地を体得する前提と

なるべきものなのである。したがって、自己の存在への正しい自覚は、修行を通して「苦を

起こす行為」を断ち切り、「苦」と「苦を起こす行為」から自由となり寂静な境地を体得す

る必須条件となるのである。つまり、この過程は、言い換えれば、無自覚な自己を否定し、

自覚ある自己への転換ともいえる。しかし、現実はそれとは反対であって、「苦」の状況に

身を置いているにもかかわらず、それに眼を向けずに生きているか、あるいはその状況から

目を逸らそうとしている人々が大半である。そうした人々の無自覚な生活はその時々をやり

過ごせても、必ず「苦」に直面して嘆き悲しむのである。まさに取り返しのつかない「苦」

に身を沈めることになるのである。最古層経典には、こうした二律背反のような状態の中に

生き、結果的には無自覚によって苦しむことになる人々の姿が具体的に説き明かされている

のである。そうした説示の一端をここで示しておこう。

「欲望の対象に貪り、熱中し、我を忘れてしまって、施しすることもなく（apadāniyā）、不

正なることに身を置いている人々は、〔死を迎え〕苦しみに襲われて悲嘆にくれる。ここで

死んだなら、我々はどのようになるのであろうか、と」（774）

には、自らの欲望のなすがままに生きた人々が死を迎えたときに、漸くそれまで過ごしてき

た無自覚な生き方が取り返しのつかない愚かしいものであったと嘆き悲しむ人々が説かれて

いる。

「この世においてさまざまな生存に対する（bhavesu）渇愛に引きずられ、慄き震えている人々

を私は見る。劣った人々は〔この〕生存から〔次の〕生存に対する渇愛を離れられず、死に

直面して悲泣する」（776）　

も同様に、無自覚で渇愛にとらわれて慄き震える愚かしい人々は、死に直面して悲嘆すると
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などに関するものである。いずれも突き詰めれば、自分自身が引き起こす行為によって「苦」

が生じると教え諭している内容であることがわかる。したがって、「苦」は「苦を起こす行為」

によって生じるのである。このように、この「苦を起こす行為」は、「苦」の表現と比べて、

これらの用例以外にも数多くさまざまなテーマに応じて多様で繰り返し説かれているが、そ

の理由は「苦を起こす行為」こそが「苦」から自由になるための根本であり、その点を理解

させることこそが最重要であると考えていたからであろう。

（４）自己存在と「苦」、「苦を起こす行為」
　以上の用例をもとに、自己存在と「苦」および「苦を起こす行為」との関わりついて考え

てみたい。今日一般的には、「苦」は苦楽を共にするといった言葉のように生活上で体験す

る一つの感受の在り方であり、同じ「苦」であっても人によって異なり、場合によっては正

反対の感じ方もありうる主観的なものであり、自己の存在に関わる本質的な問題としては認

識されることは少ないようである。

　では仏教が成立した当初、自己存在と「苦」との問題はどのように捉えられていたのであ

ろうか。最古層経典には、生まれては老い、死すという移りゆく人生、また無知に覆われた

この世、いかなる存在も常にとどまることのない状況の中で人間は如何ともし難い不可避な

現実に生きている様相が主として説かれ、一人ひとりの人間は本来的に苦なる存在であると

捉えられているものと理解できる。したがって、そうした現実を「苦」と捉えないとしても、

それはこの世の真実の在り方に対する無自覚によるものであり、また「苦」の感受において

相違が生じるとしても、それは「苦」に対する自覚と無自覚の違いによるのであると考えた

のである。こうした状況を直視し、当時の仏教は「苦」に身を置いている自己存在をあるが

ままに観察し、正しく認識すべきであると説いたのである。このように、仏教は日常的に

人々が「苦」の状態に置かれているという立場を大前提にした宗教であることがわかる。「苦」

を感じていようと、さほど感じていなくとも、共に「苦」の境遇に身を置いている点では、

どの人々も同じなのである。したがって、すべての人々はその「苦」から解き放たれ自由に

なる境地を体得すべく歩むべきであると説いたのである。最古層経典における「苦」に関す

る説示は簡潔ではあるが、その根本的立場は明確に読み取れる。

　自己が「苦」なる存在であることを認識すれば、その「苦」がどうして生起するのかと、

その「苦」の根拠を正しく直視することになるが、その根拠は一人ひとりの人間が欲望の対

象に対して執着したり自分のものにしようとすることなど、自分自身の行為に他ならないと

知るのである。そのことは、上述したように最古層経典においてさまざまに繰り返し説かれ

ていることからもわかる。この苦を起こす行為を捨て去るには日々修行を重ねることが必須

であると説かれるのであるが、何よりも「苦」なる存在であることを自覚することと、「苦」

を起こす行為が自己の内にあるとあるがままに自覚することから「苦」から脱する道が始ま

るのである。
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本的立場が簡潔に説示されているのである。「苦」は何かに基づいて生じるのであるが、そ

の何かとはどう説かれているのであろうか。最古層経典の代表的な用例からみてみる。

「人々はわがものと執着したもののために悲しむ。というのも、所有しているものはどれも

常にあるわけではないからである」（805）

「高慢になることは（uṇṇati）、その人にとって苦しみ患うもとなのである（vighātabhūmi）」

（830）

「〔この世で生き延びようと〕慄き動揺している人を見て、〔また〕互いに反目している〔人の〕

様子を見て、恐怖が私に近づいてきた（maṃ bhayam āvisi）」（936）

「〔この世の人は〕欲深いことによって（vevicchā）、勝手気ままであることによって（pamādā）

輝かないのである 4）」（1033）

「苦しみは執着することに基づいて（upadhīnidānā）生起するのである」（1050）

「〔その真実を〕知らないで執着すれば（yo veavidvā upadhiṃ karoti）、その人は愚かで再三

苦しみに遭遇する」（1051）

「執着しようとする渇愛を（ādānataṇhaṃ）すべて取り去るべきである。この世〔に存在する

もの〕を〔人々が〕執着する（lokasmiṃ upādiyanti）からこそ、死の魔王が人に付きまとう

のである」 （1103）

「この世〔に存在する〕人は、喜びに束縛されている（nandīsaṃyojano）」（1109）

「〔身体の〕さまざまな物質的要素が〔次第に〕害われていく人々を見て〔いながら〕、勝手

気ままな〔生活を送っていれば、そうした〕人たちは〔身体の〕さまざまな物質的要素に悩

まされる」（1121）

「人々が渇愛に陥ってしまい（taṇhādhipanne）、苦しみが生じ、老いにひしがれているのを

よく観察しつつ」（1123）

などが説かれる。

　これらの用例をまとめると、「苦」が生じるのは多くの場合、欲望の対象を自分のものに

しようとする欲求や、執着すること、それへの限りない渇愛、欲深さによって、また我がも

のとしたものを貪ることによって生じるなどと、対象への執着に関する内容が説かれる。高

慢になることや、自制できずに勝手気ままな行いなどによっても「苦」が生じるとされる。

また、我々の人生において誰もが求める喜びも、実はそのことにとらわれ、自己が束縛され、

その結果「苦」を受けることになると戒める。他にも用例は少ないが、この世の人々の苦悩

や争いを見て、自らを省みて恐怖を感じることなども「苦」が生じる例として説かれている。

これらは精神的であろうと身体的であろうと、いずれも人々の行為を示しており、「苦」を

起こすのは一人ひとりの行為によるものであることがよくわかる。最古層経典からこれらの

用例をまとめると、精神的な内容としては欲望の対象に対して執着する自己の在り方、我が

ものとしようとする所有欲、不平等にみられるような社会に対する誤った見解や姿勢、この

世は常住ではないとの真実相を正しく見ない姿勢や見解、他の宗教の誤った見解に対する姿

勢や論争などに関するものであり、身体的な内容でいえば、性欲などの本能への対応の仕方
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ことになってしまう（maccuvasaṃ vaje）」（1100）　、「死の魔王が（māro）人に付きまとう」 

（1103）　、「勝手気ままな〔生活を送っていれば、そうした〕人たちは〔身体の〕さまざま

な物質的要素に悩まされる（ruppanti rūpesu）〕（1121）、「苦しみが生じ（santāpajāte）、老い

にひしがれているのを（jarasā parete）よく観察しつつ」（1123）

　これら以外にも、否定的な表現から「苦」の様相（下線部分）を知ることができるので、

それらについても少しみておこう。

「この世のどこにいようとも動揺（iñjitaṃ）することがなく、静まり、〔妨げを〕吹き払い、

悩み（nigho）なく」（1048）、「その人〔こそ〕が生まれと老い〔の苦しみ〕（jātijaran）を乗

り越えた」 （1048、1060）　、「彼岸に渡り終えた人は、心は［不毛の地のように］荒んで（khilo）

はなく」（1059）、「〔悩みや欲の〕軍（-senā-）を撃退して、悩み（nighā）なく、欲もなく修

行する人々〔こそ〕が沈黙の聖者である」（1078）、「その人々〔こそ〕が〔この世の〕激流

（ogha-）を渡った者」（1082）、「老い〔の苦しみ〕と死神（jarāmaccu-）は滅してしまって

いる」（1094）「涅槃した人々は、死の魔王の支配（māra-vasānugā）に従わないし、死の魔

王の奴隷（mārassa paddhagū）でもない」（1095）などである。

　以上から、最古層経典にみるこの世の「苦」の様相をまとめる。

　最古層経典にみる「苦」は、生まれた限り不可避な老いと死や、一方ではそうした根源的

な苦ではなく日常的に体験する憂いや悲しみ、恐怖、不安、危難などが極めてシンプルに説

かれている。それは、「苦を起こす行為」に関する表現が多様に繰り返し説かれていること

と対照的である。こうしたことは、「苦」から解脱することを目的とした仏教にしては不思

議でもある。しかし、これをもって「苦」が軽視されていたかというと、決してそうわけで

はない。なぜなら、仏教は苦より脱することが目的であるがゆえに、現に体験する苦の様相

をあれやこれやと論じる必要はなく、自己が苦しみの存在であることを確認できれば十分で

あったのである。あくまで、苦がどうして起こってくるのかを問うことに意義があったので

ある。「苦」の根拠を捨て去ることで「苦」から自由になるからである。したがって、「苦」

の様相は象徴的に表現するだけで十分なのであろう。これが最古層経典にみられる「苦」の

シンプルな説示の理由と考えられる。

　最古層経典には生・老・病・死などに分類される四苦・八苦という定型的な説示は未だ説

かれてはおらず、生まれては老いる、あるいは老いては死するといった表現にとどまってい

る。また、「欲求し興味が生じたときに、その欲望の対象が得られずにいれば、人は矢に射

られたように、激痛に苦しむ（ruppati）」（767）や、「・・・そのように、〔どれほど〕愛し

た人であろうと、死んで〔この世を〕去るならば、〔もう〕見えることはない」（807）のよ

うに、「求不得苦」と「愛別離苦」の原形を思わせる説示もそれぞれ単独で説かれている。

（３）最古層経典にみる「苦を起こす行為」の用例
　何よりも、仏教の目的は「苦」から自由になることである。そのために「苦」の様相とそ

の原因をあるがままに自覚して、修行を日々実践するのである。最古層経典にはそうした根
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た。・・・いかなる〔苦しみ〕もこの世〔に存在する人〕にはさまざまに存在するが、〔それ

らの〕苦しみは（dukkhā）執着することに基づいて生起するのである（upadhīnidānā）」（1050）

「〔その真実を〕知らないで執着すれば、その人は愚かで再三苦しみに（dukkham）遭遇する。

それ故に、苦しみの（dukkhassa）生起する根拠を観察して（jātippabhavānupassī）、〔しっか

り〕確認しつつ執着をなしてはいけない（upadhiṃ na kayirā）」（1051）

「生まれ（jāti-）や老い（-jaraṃ）や憂い（soka-）や悲しみ（-pariddavañ）をまさにこの世

でよく知って、〔その〕苦しみを（dukkhaṃ）捨てるであろう」（1056）2）

　これらの用例から dukkha の用法をまとめると、「苦（dukkha）」とは「さまざまな危難」

であり、「悲嘆にくれる」ものであり、「限りない恐怖」で、「生まれ・老い・憂い・悲しみ」

であると、また寝苦しいといった身体的な苦痛であると、その様相が説かれる。その一方で、

「苦」は執着することによって生起するものであると、「苦」を起こす行為との関連で説かれ

ている。このように、dukkha は「苦」の様相と、「苦」がどうして起こるのかについての両

面より説かれる。他にも、「苦」の消滅に関する記述もみられる。

　dukkha からみた「苦」の用例はこのようにごく僅かであるが、dukkha という語を用いず

に表現される「苦」は多様に、かつ具体的に説かれる。　

（２）最古層経典にみる「苦」の用例
　そこで、ここでは dukkha という語は用いられていないが、「苦」の様相を示す用例をみる。

まずは、第四章「アッタカ・ヴァッガ」に説かれる用例を以下に挙げる。

　「さまざまな危難が（parissayā）その人を砕く」（770）、「苦しみに襲われて悲嘆にくれる

（dukkhūpanītā paridevayanti）」（774）、「死に直面して悲しげに呟く」（776）、「我がものとし

たもので慄いている人々を（phandamāne）見るとよい」（777）、「老いては死ぬ（jarasā pi 

miyyati）」（804）、「人々は我がものとしたもので悲しむ（socanti）」（805）、「愛した人であ

っても、死んでこの世を去ってしまえば、もう会うことができない（piyāyitaṃ janaṃ petaṃ 

kālakataṃ na passati）」（807）、「称讃を望んでは不安が募り（pasaṃsam icchaṃ vinighāti 

hoti）、・・・非難されると怒る（nindāya so kuppati）」（826）、「論争に敗れた人は嘆き悲しみ、

〔 相 手 の 方 が 〕 私 を 超 え た と 言 っ て 泣 く（paridevati socati hīnavādo, ‘upaccagā man’ ti 

anutthuṇāti）」（827）、「〔自分の〕想いと誤った見解にとらわれた人々は互いに争いながら、

この世の人々の中をうろつく（saññañ ca diṭṭhiñ ca ye aggahesuṃ , te ghaṭṭayantā vicaranti 

loke）」（847）、「 さ ま ざ ま に 企 て が あ る と き に は 不 安 に か ら れ る（saṃvedhitaṃ cāpi 

pakappiesu）」（902）、「武器を持ったことから恐怖が生じた（attadaṇḍā bhayaṃ jātaṃ）」（935）、

「〔この世で生き延びようと〕慄き動揺している人を見て、〔また〕互いに反目している〔人の〕

様子を見て、恐怖が私に近づいてきた（maṃ bhayam āvisi）」（936）などである。

　続いて、第五章「パーラーヤナ・ヴァッガ」に説かれるこの世の「苦」の様相をみる 3）。

「この世〔に存在する人〕は〔真理を見極めない〕無知に（avijjāya）覆われている」（1033）、

「生まれや老いや憂いや悲しみ（jātijaraṃ sokapariddavañ ca）」（1056）、「死神の支配に従う
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　「苦」は身体および精神において感受する苦痛をいうが、楽は一般的にその反対の概念を

もつものである。この「苦」の感受は人間が生きている限り不可避である。逆説的にいえば、

「苦」があるから人生であるともいえる。こうした「苦」を仏教、とりわけ成立した当初の

仏教ではどのように考えられていたのであろうか。そこで、本稿では最古層経典である『ス

ッタニパータ』第四章「アッタカ・ヴァッガ」と第五章「パーラーヤナ・ヴァッガ」から「苦」

について考察する。

（１）「苦」の原語 dukkha の用例
　まず、パーリ語の「苦」の原語 dukkha の用例から「苦」の意義をみてみたい。dukkha は

サンスクリットでは duḥkha であるが、その duḥkha の語源は duḥ-stha というプラークリッ

ト形であったといわれる 1）。duḥ は「悪しき、困難な」を意味する接頭辞で、stha は √sthā 「立

つ、とどまる」の派生語であることから、duḥkha の原義は「とどまりづらい状態、悪しき

状態」といった意味になるであろう。その用法を以下の用例を通して眺めてみる。尚、偈の

訳はテーマに関連する部分に限っていることを断っておく。

「さまざまな〔正しい道へと導く〕力のないものが（abalā）人を制して、さまざまな危難が

（parissayā）その人を砕く。それ故に、苦しみがその人に近づく（naṃ dukkham anveti）」（770）

「欲望の対象を貪り、熱中し、我を忘れてしまって、施すこともなく、不正なるものに身を

置いている人々は〔死を迎え〕苦しみに襲われて（dukkhūpanītā）悲嘆にくれる。ここで死

んだなら、我々はどのようになるのであろうか、と」（774）

「もし、見られたことによって（diṭṭhena）人が清浄となるのであれば、あるいは知られたこ

とによって（ñāṇena）苦しみを（dukkhaṃ）捨てるのであれば、人は他の〔修行法によって〕

執着があっても清浄となってしまう」（789）

「どのように修行すれば、その人にとって物質的要素は消滅するのか。どのようにして安楽

（sukhaṃ）あるいは苦しみは（dukkhaṃ）消滅するのか」（873）

「何を食べようか。どこで食べようか。〔昨晩は〕実に寝苦しかった（dukkhaṃ vata settha）。

今夜はどこで寝ようか」（970）

「汚れとはこの世の人の欲求であり、限りない恐怖とは（mahabhayaṃ）この世の人の苦し

みである（dukkham）、と私は説く」（1033）

「世尊は語った。メッタグーよ、あなたは私に苦しみの（dukkhassa）生起する根拠を尋ね
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