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近
代
と
い
う
窮
地
─
「
戒
」
な
き
時
代
の
日
本
仏
教
を
め
ぐ
っ
て

─

亀
山
　
光
明

は
じ
め
に

「
肉
食
妻
帯
」

─
ど
う
も
問
題
が
な
ま
な
ま
し
す
ぎ
て
、
こ

れ
を
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
て
論
議
す
る
と
い
う
雰
囲
気
は
、
い

ま
の
日
本
の
仏
教
界
か
ら
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
も
う
、
と
う
の

昔
に
決
着
済
み
の
問
題
、
ふ
た
た
び
蒸
し
返
す
ま
で
も
な
い
問

題
と
し
て
、
ま
と
も
な
検
討
を
避
け
て
い
る
よ
う
に
も
見
受
け

ら
れ
る）

1
（

。

　

か
つ
て
、
そ
の
晩
年
に
日
本
仏
教
の
「
肉
食
妻
帯
」
に
取
り
組
ん

だ
民
俗
学
者
・
思
想
史
研
究
者
の
中
村
生
雄
（
一
九
四
六
─
二
〇
一
〇
）

は
、
こ
の
課
題
を
扱
う
こ
と
の
難
し
さ
を
右
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と

が
あ
る
。
こ
の
中
村
の
指
摘
は
、「
肉
食
妻
帯
」
と
い
う
現
代
仏
教

者
の
自
己
認
識
に
も
通
じ
る
事
柄
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と

が
、
一
種
の
タ
ブ
ー
と
な
っ
て
い
る
空
気
感
の
よ
う
な
も
の
を
端
的

に
言
い
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
上
で
中
村
は
、
日
本
仏
教
史

を
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
光
を
当
て
る

こ
と
を
試
み
、
と
り
わ
け
明
治
以
降
の
宗
教
史
の
動
向
に
注
意
を
払

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
多
く
の
先
学
が
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日

本
列
島
の
「
近
代
」
に
お
い
て
、
新
政
府
が
「
国
民
国
家
」
を
創

出
す
べ
く
、
僧
侶
に
苗
字
を
名
乗
ら
せ
、
戸
籍
制
度
へ
と
編
入
さ
せ
、

さ
ら
に
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
の
肉
食
妻
帯
令
と
通
称
さ
れ
る
太

政
官
布
告
を
出
し
た
こ
と
が
、
大
き
な
転
機
と
な
っ
た
と
い
う
理
解

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
「
近
代
」
は
日
本
仏
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83　近代という窮地

教
史
の
戒
律
問
題
の
一
つ
の
画
期
を
成
し
て
お
り
、
例
え
ば
「
戒
律

軽
視
」
は
近
代
に
お
い
て
日
本
仏
教
の
一
特
徴
と
な
っ
た
と
す
る
本

質
的
な
語
り
も
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
従
来
の
近
代
仏
教
研
究
に
お
い
て
、
戒
律
問
題
が
真
っ

向
か
ら
扱
わ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
代
以

降
の
い
わ
ゆ
る
第
二
次
近
代
仏
教
ブ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
海
外
の
成

果
と
し
て
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ジ
ャ
フ
ィ
に
代
表
さ
れ
る
一
部
の
研
究
が

産
み
出
さ
れ
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
が）

2
（

、
や
は
り
仏
教
教
理
史
や

仏
教
史
が
主
流
で
あ
っ
た
当
該
分
野
に
お
い
て
、
戒
律
研
究
は
驚
く

ほ
ど
少
な
い
。
む
ろ
ん
、
こ
の
傾
向
は
「
近
代
仏
教
」
と
い
う
限
定

的
な
領
域
の
み
な
ら
ず
、
日
本
仏
教
研
究
全
体
に
言
え
る
こ
と
で
あ

り
、
戦
後
歴
史
学
全
体
に
お
け
る
戒
律
研
究
の
層
の
薄
さ
が
、
戒
律

へ
の
「
無
関
心
」
と
い
う
実
情
を
表
し
て
い
る
の
は
、
仏
教
学
者
の

前
川
健
一
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

（
（

。

　

本
稿
の
目
的
は
、
近
代
仏
教
と
戒
律
と
い
う
題
材
に
よ
り
、
戒
律

が
い
わ
ば
宗
教
上
の
意
味
を
喪
失
し
た
と
さ
れ
る
近
代
に
ま
つ
わ
る

叙
述
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
際
し
て
太
平
洋
戦

争
の
敗
戦
を
機
と
し
た
「
明
治
仏
教
」
か
ら
「
近
代
仏
教
」
へ
と
い

う
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を
補
助
線
と
し
た
い
。
す
で
に
宗
教
学
者

の
林
淳
が
指
摘
す
る
が
如
く
、
こ
の
二
つ
の
用
語
の
変
化
は
単
な

る
「
言
い
換
え
」
で
は
な
か
っ
た
。
同
氏
に
よ
れ
ば
、
戦
後
近
代
仏

教
を
形
成
し
た
研
究
者
た
ち
は
、
明
治
政
府
を
絶
対
主
義
と
呼
ぶ
マ

ル
ク
ス
主
義
歴
史
学
に
お
け
る
講
座
派
の
思
想
を
継
承
す
る
こ
と

で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
革
命
の
未
成
立
が
、
そ
の
ま
ま
仏
教
の
宗
教
革
命

の
未
成
立
へ
と
翻
案
さ
れ
た
と
す
る）

（
（

。
そ
こ
で
は
、
国
家
権
力
に
服

従
し
「
御
用
宗
教
化
」
し
た
教
団
仏
教
と
、
そ
れ
に
批
判
的
な
少
数

の
「
近
代
派
」
の
対
決
の
物
語
が
描
か
れ
た
の
で
あ
り）

5
（

、
後
述
の
ご

く
一
部
の
革
新
的
仏
教
運
動
に
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な

る
。

　

本
稿
の
第
一
節
で
は
戦
前
の
「
明
治
仏
教
」
と
通
称
さ
れ
た
領
域

に
お
い
て
戒
律
が
い
か
に
語
ら
れ
た
の
か
を
確
認
し
、
第
二
節
で

は
「
明
治
仏
教
」
の
「
肉
食
妻
帯
」
問
題
に
強
い
関
心
を
示
し
た
異

色
の
歴
史
家
・
喜
田
貞
吉
の
叙
述
思
想
を
検
討
し
た
い
。
そ
の
上
で

第
三
節
で
は
国
史
学
者
・
辻
善
之
助
に
着
目
す
る
こ
と
で
「
明
治
仏

教
」
か
ら
「
近
代
仏
教
」
へ
の
橋
渡
し
を
お
こ
な
い
、
以
降
、
敗
戦

後
に
「
日
本
近
代
仏
教
史
」
な
る
領
域
の
開
拓
を
お
こ
な
っ
た
三
人

の
学
者

─
吉
田
久
一
、
柏
原
祐
泉
、
池
田
英
俊

─
の
著
作
を
対

象
に
、
そ
の
思
想
上
に
お
け
る
「
戒
律
」
の
位
置
づ
け
を
考
え
る
。

第
一
節　
「
明
治
仏
教
史
」
に
お
け
る
戒
律

　

大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
多
く
の
制
約
を
伴
い
な
が

ら
も
、「
明
治
仏
教
」
な
る
も
の
が
再
概
念
化
さ
れ
、
そ
の
捉
え
な

お
し
が
自
己
言
及
的
に
行
わ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
そ
の
嚆
矢
と
し
て
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次
の
二
つ
が
指
摘
さ
れ
て
き
た）

（
（

。
一
つ
は
島
地
大
等
（
一
八
七
五
─
一

九
二
七
）
の
論
説
で
あ
り
、
他
方
は
友
松
円
諦
（
一
八
九
五
─
一
九
七

三
）
に
よ
る
明
治
仏
教
史
編
纂
所
の
設
立
で
あ
る
。
大
等
は
明
治
を

代
表
す
る
啓
蒙
的
仏
教
者
・
島
地
黙
雷
（
一
八
三
八
─
一
九
一
一
）
の

養
子
と
し
て
盛
岡
に
あ
る
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
願
教
寺
の
住
職
を

務
め
、
天
台
教
学
研
究
に
も
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
ま
た
彼
は
大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
潮
流
下
に
創
刊
さ
れ
た
進
歩
的
総
合
雑
誌
『
解

放
』（
第
三
号
、
一
九
二
一
年
十
月
）
に
お
い
て
、
論
説
「
明
治
宗
教
史

（
基
督
教
と
仏
教
）」
を
寄
稿
し
、
宗
派
仏
教
を
超
え
た
実
相
仏
教

（
本
質
仏
教
）
の
成
立
を
謳
い
あ
げ
た
。
一
方
の
友
松
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ

大
学
留
学
中
の
恩
師
で
あ
る
東
洋
学
者
の
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
ィ

（
一
八
六
三
─
一
九
三
五
）
か
ら
の
示
唆
に
よ
り
、
明
治
仏
教
関
係
の
資

料
の
収
集
整
理
の
必
要
性
を
痛
感
し
、
帰
国
後
一
九
三
三
年
に
自
坊

の
神
田
寺
に
明
治
仏
教
史
編
纂
所
を
設
立
し
、
翌
年
に
は
雑
誌
『
明

治
仏
教
』（
一
九
三
四
─
一
九
三
七
）
が
発
刊
さ
れ
る
こ
と
と
な
る）

（
（

。

　

明
治
仏
教
を
主
題
と
し
た
も
の
と
し
て
は
、
他
に
辻
善
之
助
・

村
上
専
精
・
鷲
尾
順
敬
編
『
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』（
東
方
書

店
、
一
九
二
六
─
一
九
二
九
年
）、
徳
重
浅
吉
『
維
新
政
治
宗
教
史
研

究
』（
目
黒
書
店
、
一
九
三
四
年
）、
土
屋
詮
教
『
明
治
仏
教
史
』（
三
省

堂
、
一
九
三
九
年
）
な
ど
が
目
に
留
ま
る
程
度
で
あ
り
、
そ
の
数
は
決

し
て
多
く
な
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
諸
研
究
は
林
淳
が
指
摘
す
る
よ
う

に）
（
（

、
当
時
仏
教
学
の
本
流
は
イ
ン
ド
の
原
始
仏
教
や
経
論
の
文
献
研

究
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
専
ら
「
資
料
収
集
」
へ
の
関
心

が
主
体
で
あ
り
、「
明
治
時
代
の
仏
教
思
想
を
研
究
す
る
事
は
稀
で

あ
っ
た
」
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
概
し
て
明
治
仏
教
と
戒
律
の
関
係

へ
の
言
及
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
近
世
僧
侶
の
「
堕
落
」
が

引
き
起
こ
し
た
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
僧
侶
の
「
覚
醒
」
が
促
さ
れ
た

と
い
う
語
り
を
共
通
し
て
有
し
て
い
た
。

　

こ
れ
は
「
近
世
仏
教
堕
落
論
」
の
近
代
的
形
成
を
検
討
し
た
宗
教

史
学
者
の
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
が
示
し
た
よ
う
に
、
江
戸
後
期

の
真
言
僧
・
慈
雲
尊
者
飲
光
（
一
七
一
八
─
一
八
〇
五
）
か
ら
維
新
期

僧
侶
の
自
己
批
判
、
そ
し
て
の
ち
の
明
治
仏
教
者
の
自
己
認
識
の
拠

り
所
と
し
て
、
広
く
見
ら
れ
た
言
説
で
あ
る
。
新
時
代
の
仏
教
者
た

ち
は
、
排
仏
の
原
因
と
し
て
江
戸
期
の
僧
侶
の
堕
落
と
仏
教
の
衰
微

を
承
認
し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
の
刷
新
を
約
束
す
る
と
い
う
語
り
を

戦
略
的
に
用
い
た
と
い
え
る）

9
（

。

　

む
し
ろ
大
正
期
の
仏
教
史
に
お
い
て
重
要
な
事
象
は
ク
ラ
ウ
タ
ウ

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
「
近
代
的
な
学
説

0

0

0

0

0

0

」
と
し
て
知
の
体

系
へ
と
組
み
込
ま
れ
、
整
備
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う）

10
（

。
と
り
わ
け
、

国
史
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
日
本
仏
教
を
体
系
的
に
扱
っ
た
最
初
の

人
物
と
い
え
る
辻
善
之
助
（
一
八
七
七
─
一
九
五
五
）
の
『
日
本
仏
教

史
研
究 
続
編
』（
金
港
堂
、
一
九
三
一
年
）
は
、
近
世
仏
教
堕
落
論
の

形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
と
も
に
、
多
く
の
同
時
代
の
学
者

に
感
化
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
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85　近代という窮地

　

例
え
ば
徳
重
浅
吉
の
『
維
新
政
治
宗
教
史
研
究
』
は
、
早
く
も
辻

の
近
世
仏
教
堕
落
論
を
「
事
実
」
と
し
て
受
容
し
、
廃
仏
毀
釈
が
も

た
ら
し
た
僧
侶
の
覚
醒
を
強
調
し
て
い
る）

11
（

。
こ
こ
で
は
排
仏
へ
の
反

対
論
と
し
て
、
天
台
僧
・
村
田
寂
順
（
一
八
三
八
─
一
九
〇
五
）
と
真

言
宗
の
持
戒
僧
・
釈
雲
照
（
一
八
二
七
─
一
九
〇
九
）
の
論
が
取
り
上

げ
ら
れ
る
が
、
徳
重
の
関
心
は
専
ら
両
者
に
よ
る
神
仏
一
致
論
に
あ

る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
雲
照
の
主
要
な
論
で
あ
っ
た
戒
律
を
中
心

と
し
た
僧
風
刷
新
に
は
全
く
と
い
っ
て
言
い
程
関
心
が
払
わ
れ
な
い
。

そ
の
上
で
徳
重
が
「
明
治
仏
教
の
動
向
」
と
し
て
語
る
の
は
、「
文

明
開
化
を
理
念
と
す
る
時
代
」
に
対
応
し
た
形
で
の
仏
教
の
「
発

現
」
と
、「
仏
教
徒
の
国
体
に
関
す
る
覚
醒
」
で
あ
っ
た）

12
（

。
前
者
は

主
に
、
留
学
僧
を
中
心
と
し
た
仏
教
に
お
け
る
洋
学
・
外
学
の
導
入

で
あ
り
、
後
者
は
江
戸
期
に
は
幕
府
に
協
力
し
て
き
た
仏
教
側
の
奉

仕
が
「
新
国
家
」
へ
の
協
力
へ
と
転
換
し
た
こ
と
を
指
し
て
お
り
、

「
こ
れ
ぞ
日
本
精
神
の
時
代
的
発
現
方
式
に
全
く
応
同
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
ま
こ
と
に
日
本
教
た
る
の
本
質
を
偽
り
な
く
顕
は
し
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

と
謂
は
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
、
手
放
し
で
賛
美
す
る
の
で
あ
る）

1（
（

。

　

一
方
で
、
福
島
県
の
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
住
職
の
息
子
に
生
ま

れ
た
仏
教
学
者
で
あ
る
土
屋
詮
教
（
一
八
七
二
─
一
九
五
六
）
の
論
は

興
味
深
い
。
土
屋
は
一
時
期
、
明
治
を
代
表
す
る
仏
教
新
聞
『
明
教

新
誌
』
の
記
者
を
務
め
た
こ
と
も
あ
り
、
彼
の
著
し
た
『
明
治
仏
教

史
』
は
か
な
り
網
羅
的
に
歴
史
的
出
来
事
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
十

五
年
戦
争
期
に
お
い
て
、
仏
教
徒
が
「
将
来
東
亜
の
新
建
設
に
、
如

何
な
る
役
割
を
な
す
べ
き
か
」
を
問
題
と
し
て
同
著
を
執
筆
し
た
土

屋
は）

1（
（

、
第
四
章
「
研
究
旺
盛
各
宗
融
和
の
時
期
」
に
お
け
る
第
三

節
「
自
由
討
究
と
仏
教
文
学
芸
術
」
の
な
か
で
、
割
か
れ
た
紙
面
は

わ
ず
か
で
は
あ
る
も
の
の
、
明
治
期
の
戒
律
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
明
治
三
〇
年
代
に
お
け
る
自
由
討
究
に
よ
る
覚
醒
を
主
題

と
し
た
土
屋
は
、
雑
誌
『
仏
教
』
と
の
そ
の
後
継
た
る
『
新
仏
教
』

か
ら
、『
政
教
時
報
』、『
求
道
』、『
精
神
界
』
な
ど
各
誌
の
動
向
を

確
認
し
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

三
十
四
年
頃
に
於
け
る
覚
醒
的
現
象
は
、
僧
侶
の
家
庭
問
題
も

そ
の
一
つ
で
あ
つ
た
。
元
来
真
宗
以
外
の
仏
教
各
宗
派
で
は
、

僧
侶
に
公
然
の
妻
帯
を
許
さ
な
い
宗
規
で
あ
つ
た
の
で
、
却
つ

て
破
戒
堕
落
の
僧
が
多
く
、
仏
殿
裏
に
違
法
の
妻
帯
啖
肉
飲
酒

を
な
し
、
滔
々
と
し
て
敢
て
怪
し
ま
な
か
つ
た
。
世
間
で
は
維

新
前
か
ら
之
を
非
難
し
て
、
僧
侶
の
醜
態
、
偽
善
、
非
行
を
暴

露
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
此
の
年
か
ら
先
づ
浄
土
宗
議
会

に
、
宗
規
上
公
に
妻
帯
を
許
す
と
の
提
案
が
あ
つ
て
之
を
決
し
、

爾
来
漸
次
に
各
宗
と
も
之
に
倣
ふ
傾
向
と
な
つ
た
が
、
宗
規
と

す
る
こ
と
は
頗
る
困
難
で
あ
つ
た）

15
（

。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
僧
侶
の
家
庭
問
題
」
へ
の
教
界
の

反
応
を
「
覚
醒
的
現
象
」
と
し
て
評
価
す
る
土
屋
の
語
り
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
土
屋
は
、
廃
仏
毀
釈
の
第
一
原
因
と
し
て
江
戸
期
に
お
い
て
、
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「
三
宝
（
仏
、
法
、
僧
）
の
一
と
し
て
尊
敬
せ
ら
る
べ
き
僧
侶
の
多

く
が
、
堕
落
、
安
逸
、
破
戒
の
状
態
に
あ
つ
た
こ
と
」
を
挙
げ
て
お

り）
1（
（

、
そ
の
限
り
で
は
僧
侶
の
破
戒
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
宗
門
に
お
け
る
妻
帯
の
許
可
に
、「
覚

醒
的
現
象
」
と
し
て
極
め
て
肯
定
的
な
価
値
を
与
え
る
。
土
屋
が
こ

の
「
覚
醒
」
と
い
う
言
葉
に
こ
れ
以
上
の
説
明
を
加
え
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
明
治
仏
教
史
と
い
う
枠
組
み
か
ら
戒
律
問
題
が
言
及
さ

れ
た
数
少
な
い
事
例
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

本
節
で
み
た
よ
う
に
、
全
体
的
な
動
向
と
し
て
、
大
正
期
か
ら
昭

和
初
期
に
か
け
て
そ
の
萌
芽
を
み
せ
た
「
明
治
仏
教
」
な
る
領
域
に

お
い
て
、「
徳
川
時
代
」
の
僧
侶
の
破
戒
に
よ
る
堕
落
が
強
調
さ
れ

な
が
ら
も
、
そ
の
展
開
と
し
て
戒
律
問
題
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
総
じ

て
少
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
は
い
く
つ
か
の
要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、

と
り
わ
け
「
明
治
仏
教
」
に
関
心
を
抱
い
た
仏
教
者
の
多
く
が
真
宗

関
係
者
で
あ
り
、
そ
の
関
心
は
維
新
期
の
教
団
の
動
向
に
あ
っ
た
こ

と
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
次
節
で
は
明
治
期
の
肉
食
妻
帯
に
関
心
を

抱
い
た
異
色
の
存
在
と
も
い
え
る
喜
田
貞
吉
（
一
八
七
一
─
一
九
三
九
）

の
思
想
を
考
察
す
る
。

第
二
節　

 『
現
代
仏
教
』
に
み
る
肉
食
妻
帯 

─
歴
史
学
と
民
俗
学
の
狭
間
で

　

一
九
三
三
年
、
現
代
仏
教
社
は
雑
誌
『
現
代
仏
教
』
の
創
刊
一
〇

周
年
を
記
念
し
て
、「
明
治
仏
教
の
研
究
・
回
顧
」
と
し
た
企
画
を

催
し
た
。
こ
の
と
き
設
け
ら
れ
た
「
研
究
の
部
」
に
お
い
て
、
歴
史

学
者
と
し
て
草
創
期
の
考
古
学
、
民
俗
学
研
究
な
ど
の
幅
広
い
分
野

で
先
駆
的
業
績
を
挙
げ
た
喜
田
貞
吉
は
「
明
治
仏
教
に
於
け
る
肉
食

妻
帯
」
と
題
す
る
論
稿
を
寄
せ
て
い
る
。

　

同
論
文
は
「
明
治
仏
教
」
を
生
身
で
体
験
し
た
喜
田
自
身
の
独
白

か
ら
は
じ
ま
る
。
明
治
二
二
年
当
時
、
京
都
の
第
三
高
等
学
校
へ
の

進
学
の
た
め
、
喜
田
は
あ
る
浄
土
宗
寺
院
で
間
借
り
し
て
い
た
。
こ

の
と
き
、
徳
島
か
ら
上
京
し
た
ば
か
り
の
喜
田
は
、「
小
母
さ
ん
」

と
呼
ば
れ
る
女
性
が
子
供
に
乳
を
飲
ま
せ
、
台
所
で
魚
肉
を
調
理
す

る
光
景
に
衝
撃
を
受
け
た
と
い
う
。
彼
の
語
り
に
よ
る
と
、
そ
れ
ま

で
「
坊
さ
ん
と
云
う
も
の
は
何
れ
も
清
僧
で
あ
り
、
精
進
が
守
ら
る

べ
き
も
の
と
し
て
映
じ
て
居
た
」
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
東
京
帝
大

を
卒
業
し
、
多
く
の
僧
侶
と
交
流
を
持
つ
と
「
明
治
僧
界
の
内
情
」

が
分
か
っ
て
き
た
と
述
懐
し
て
い
る）

1（
（

。
こ
の
よ
う
に
喜
田
の
明
治
仏

教
と
戒
律
へ
の
関
心
は
直
截
な
違
和
感
を
出
発
点
と
し
た
。

　

す
で
に
柳
田
国
男
の
「
毛
坊
主
考
」（『
郷
土
研
究
』
一
九
一
四
─
一

九
一
五
年
）
に
触
発
さ
れ
、「
俗
法
師
」
や
「
肉
食
妻
帯
宗
」
の
研
究

に
従
事
し
て
い
た
喜
田
は
、
同
論
説
に
お
い
て
、
破
戒
が
国
法
上
の

処
罰
の
対
象
と
さ
れ
た
「
徳
川
時
代
」
か
ら
、
維
新
後
の
肉
食
妻
帯

令
以
後
、
僧
侶
が
破
戒
へ
と
邁
進
し
た
こ
と
を
重
大
な
変
化
と
捉
え
、

そ
の
道
程
の
歴
史
的
考
察
を
試
み
た
。
そ
こ
で
喜
田
は
『
日
本
霊
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87　近代という窮地

異
記
』、『
今
昔
物
語
』、
三
善
清
行
の
『
意
見
十
二
箇
条
』
な
ど
を

引
き
、
古
代
の
戒
壇
院
に
よ
る
受
戒
の
制
度
が
崩
れ
、
私
度
僧
が
横

溢
し
「
乞
食
法
師
」
や
「
在
家
法
師
」
に
な
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る）

1（
（

。

喜
田
は
そ
の
延
長
線
上
に
浄
土
真
宗
の
発
達
と
成
立
を
位
置
付
け
る

わ
け
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

世
間
一
般
の
僧
侶
は
事
実
上
女
犯
を
敢
て
し
な
が
ら
も
、
表
面

こ
れ
を
隠
し
て
偽
善
を
行
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
聖
人

は
其
の
偽
善
を
潔
よ
し
と
せ
ず
、
実
際
の
有
り
の
儘
を
公
表
し

た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
随
つ
て
彼
は
勿
論
如
法
の
僧
侶
で

は
な
い
。
否
彼
は
露
骨
に
非
僧
非
俗
の
愚
禿
た
る
事
を
標
榜
し

て
、
事
実
上
三
善
清
行
の
所
謂
、「
家
に
妻
子
を
蓄
へ
口
に
腥

膻
を
喰
ふ
」
所
の
、
在
家
法
師
の
亜
流
を
以
て
任
じ
て
居
た
の

で
あ
つ
た
。
さ
れ
ば
其
の
寺
院
の
如
き
も
、
実
は
も
と
在
家
の

念
仏
道
場
か
ら
自
然
に
発
達
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
普
通
の
仏

寺
と
は
当
然
区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
其
の
非
僧

非
俗
の
念
仏
行
者
も
、
何
時
し
か
僧
侶
を
以
て
任
ず
る
様
に
な

つ
た
と
共
に
、
其
の
念
仏
道
場
も
自
然
寺
院
の
体
裁
を
為
す
に

至
つ
た）

19
（

。

　

右
の
よ
う
に
、
喜
田
は
日
本
仏
教
の
底
流
に
無
数
の
破
戒
無
戒
の

僧
侶
が
存
在
し
た
こ
と
を
発
見
す
る
。
喜
田
の
日
本
仏
教
論
は
、
こ

れ
ま
で
の
「
宗
派
史
」
や
「
教
理
史
」
を
中
心
に
編
ま
れ
た
も
の
と

異
な
り
、「
破
戒
」
を
軸
に
こ
れ
を
描
き
、
親
鸞
の
妻
帯
を
「
偽
善

の
暴
露
」
と
評
価
し
た
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
は
、

宗
教
学
者
の
大
澤
絢
子
に
よ
る
近
年
の
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
知
空

（
一
六
三
四
─
一
七
一
八
）
の
『
御
伝
照
蒙
記
』
に
代
表
さ
れ
る
様
々

な
「
親
鸞
伝
」
が
製
作
さ
れ
る
な
か
で
妻
帯
す
る
親
鸞
像
は
定
着
し

て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
こ
れ
を
正
当
化
さ
せ
る
様
々
な
伝

説
が
案
出
さ
れ
る）

20
（

。
し
か
し
喜
田
は
史
学
的
立
場
か
ら
こ
れ
を
斥
け
、

日
本
仏
教
の
根
底
に
流
れ
る
破
戒
僧
の
系
譜
に
真
宗
の
特
殊
を
位
置

付
け
る
。
喜
田
は
そ
の
発
展
に
お
い
て
、
徳
川
幕
府
に
よ
る
僧
侶
の

女
犯
の
取
締
り
を
、
口
減
ら
し
の
た
め
の
出
家
を
慣
行
と
し
た
公
家

勢
力
の
「
人
口
御
増
殖
」
へ
の
弾
圧
と
見
な
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

か
く
て
後
白
河
法
皇
の
所
謂
「
隠
す
上
人
」
時
代
が
漸
次
再
現

さ
る
る
に
至
つ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
併
し
既
に
国
家
が
苗
字
を

ま
で
も
公
称
せ
し
め
、
こ
れ
を
一
般
国
民
の
戸
籍
に
編
入
し
て
、

も
は
や
僧
侶
は
如
法
の
出
家
の
徒
で
は
な
く
、
事
実
上
在
家
法

師
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
つ
た
以
上
、
彼
等
は
も
は
や
隠
す

上
人
な
る
偽
善
を
永
く
持
続
す
る
必
要
は
な
か
る
べ
き
で
あ
る
。

彼
等
は
事
実
上
国
家
か
ら
非
僧
非
俗
の
禿
首
の
徒
と
さ
れ
て
し

ま
つ
た
の
で
あ
る
。
随
つ
て
彼
等
が
本
来
非
僧
非
俗
で
あ
る
筈

の
一
向
宗
の
僧
侶
と
同
じ
く
、
公
然
肉
食
妻
帯
を
行
つ
て
憚
ら

ざ
る
に
至
る
も
蓋
し
当
然
の
順
序
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
の

意
味
か
ら
云
へ
ば
一
向
宗
の
宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、
正
に
七
百
年
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の
先
覚
者
で
お
は
し
た
と
申
す
べ
く
、
明
治
仏
教
界
の
他
の
諸

宗
は
、
政
府
の
強
制
の
下
に
、
一
向
宗
に
対
し
て
降
伏
し
た
も

の
で
あ
つ
た
と
謂
は
ね
ば
な
ら
ぬ）

21
（

　

こ
の
よ
う
に
、
喜
田
は
徳
川
幕
府
の
僧
侶
の
犯
戒
へ
の
規
制
に
よ

り
偽
善
が
糊
塗
さ
れ
た
と
し
て
、
極
め
て
否
定
的
な
語
り
を
用
い
、

こ
れ
と
対
比
的
に
新
政
府
が
公
布
し
た
肉
食
妻
帯
令
に
よ
り
、「
旧

来
の
陋
習
」
が
打
破
さ
れ
こ
と
で
偽
善
が
暴
露
さ
れ
た
と
位
置
づ
け
、

告
発
者
と
し
て
の
役
割
を
親
鸞
と
真
宗
に
付
与
す
る
。
一
方
で
か
か

る
問
題
意
識
の
延
長
線
上
に
お
い
て
彼
の
関
心
を
引
い
た
の
は
、
当

時
に
お
け
る
「
尼
僧
」
の
地
位
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
喜
田
は
男

性
僧
侶
と
比
し
て
、「
尼
僧
」
で
は
、「
畜
髪
」、「
縁
付
」
が
ほ
と
ん

ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
「
理
論
上
」
の
不
均
衡
を
問
題
視
す

る
。
彼
に
よ
る
と
こ
れ
は
、「
世
間
」
の
「
比
丘
尼
が
畜
髪
、
縁
付

き
す
れ
ば
、
世
間
は
も
は
や
之
を
比
丘
尼
と
し
て
認
め
な
く
な
る
と

い
う
」
通
念
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
視
角
に
よ
り
喜
田
は
、

尼
僧
も
ま
た
男
性
僧
と
同
じ
理
論
か
ら
し
て
俗
人
化
す
べ
き
存
在
と

し
、
や
が
て
か
か
る
時
代
が
必
ず
到
来
す
る
と
予
言
す
る）

22
（

。

　

本
節
で
み
た
よ
う
に
、
喜
田
は
、
明
治
期
の
僧
侶
に
お
け
る
肉
食

妻
帯
を
歴
史
的
必
然
の
な
か
で
描
き
、
親
鸞
や
浄
土
真
宗
を
モ
デ
ル

と
し
て
、
正
当
化
を
試
み
た
。
し
か
し
な
べ
て
僧
侶
は
、「
如
法
の

禁
欲
生
活
」
を
厭
う
な
ら
ば
還
俗
も
構
わ
な
い
が
、「
併
し
そ
れ
で

は
家
賃
や
租
税
の
い
ら
ぬ
寺
院
に
住
み
、
仏
飯
に
活
き
る
事
が
出
来

ぬ
と
い
ふ
な
ら
ば
問
題
は
自
か
ら
別
で
あ
る
」
と
、
皮
肉
め
い
た
言

辞
に
よ
り
論
説
を
締
め
く
く
っ
て
お
り
、
破
戒
に
全
面
的
な
承
認
を

与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

第
三
節　

 

辻
史
学
と
僧
侶
の
堕
落 

─
『
明
治
仏
教
の
諸
問
題
』
を
中
心
に

　

前
節
ま
で
に
み
た
よ
う
に
、
戦
前
に
構
築
さ
れ
た
「
明
治
仏
教
」

な
る
領
域
に
お
い
て
は
、
概
し
て
僧
侶
の
戒
律
実
践
の
問
題
は
閑
却

さ
れ
、
歴
史
学
者
の
喜
田
貞
吉
が
展
開
し
た
明
治
仏
教
論
は
特
異
な

位
相
を
占
め
た
。
し
か
し
彼
の
日
本
仏
教
に
お
け
る
肉
食
妻
帯
に
ま

つ
わ
る
業
績
が
、
戦
後
忘
却
さ
れ
た
の
は
、
先
の
中
村
生
雄
の
教
え

る
と
こ
ろ
で
あ
る）

2（
（

。
本
節
で
は
、
再
び
辻
善
之
助
に
着
目
す
る
こ
と

で
、「
明
治
仏
教
」
か
ら
「
近
代
仏
教
」
へ
の
橋
渡
し
を
お
こ
な
い

た
い
。

　

国
史
学
の
枠
組
み
で
日
本
仏
教
を
体
系
的
に
扱
っ
た
最
初
の
人

物
で
あ
る
辻
善
之
助
は
、
戦
後
に
お
い
て
『
明
治
仏
教
史
の
問
題
』

（
立
文
書
院
、
一
九
四
九
年
）
を
出
版
し
て
い
る
。
近
世
仏
教
の
堕
落
を

「
史
実
」
と
す
る
枠
組
み
を
提
供
し
た
辻
自
身
は
、
近
世
か
ら
「
明

治
」
へ
の
仏
教
の
展
開
を
如
何
に
語
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
提
と

し
て
辻
が
語
る
「
近
世
仏
教
の
衰
微
」
に
は
、「
僧
侶
の
堕
落
」
と

「
仏
教
の
形
式
化
」
の
二
つ
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
江
戸
期
の
僧
侶

は
「
惰
眠
」
を
貪
っ
て
い
た
と
す
る
。
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辻
は
明
治
仏
教
の
出
発
点
た
る
廃
仏
毀
釈
の
原
因
と
し
て
、「
神

道
復
古
」、「
国
学
の
勃
興
」、「
排
仏
論
の
影
響
」
に
加
え
、「
形
式

文
化
の
弊
」、「
僧
侶
の
腐
敗
堕
落
」
と
い
う
仏
教
側
の
内
的
要
素
を

あ
げ
、
こ
の
「
僧
侶
の
腐
敗
堕
落
」
を
専
ら
破
戒
の
問
題
に
終
始
さ

せ
る
。
こ
こ
で
辻
は
廃
仏
毀
釈
の
衝
撃
か
ら
、「
江
戸
時
代
二
百
六

十
余
年
間
、
徳
川
幕
府
の
保
護
政
策
に
よ
つ
て
、
惰
眠
を
貪
つ
て
居

た
僧
侶
」
が
覚
醒
し
た
と
す
る
語
り
を
用
い
る）

2（
（

。
む
ろ
ん
、
か
か
る

語
り
方
は
辻
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
書
で
は
、
自
身
が
あ
れ

ほ
ど
「
堕
落
」
と
し
て
指
弾
し
た
僧
侶
の
破
戒
が
、
明
治
仏
教
の
覚

醒
に
お
い
て
如
何
に
展
開
し
た
の
か
、
全
く
言
及
し
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
辻
の
認
識
で
は
明
治
の
多
数
の
「
寺
院
僧
侶
」
は
依
然
と

し
て
、
嗜
眠
を
貪
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、「
覚
醒
」
は
一
部
の
仏
教

者
に
限
定
的
な
事
象
で
あ
っ
た
こ
と
は
次
の
発
言
に
明
ら
か
で
あ
る
。

神
仏
分
離
廃
仏
毀
釈
の
為
め
仏
教
界
一
部
の
覚
醒
を
促
し
た
こ

と
は
前
に
述
べ
た
所
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
唯
の
一

部
の
者
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
多
数
の
寺
院
僧
侶
は
、
尚
昔
の
夢

よ
り
覚
め
ず
し
て
、
嗜
眠
状
態
に
あ
り
、
各
宗
派
と
も
旧
習
未

だ
脱
せ
ず
、
江
戸
時
代
の
形
式
文
化
を
そ
の
ま
ゝ
承
け
継
ぎ
、

依
然
と
し
て
階
級
観
念
に
捉
は
れ
、
貴
族
的
気
分
に
涵
つ
て
、

尊
大
に
構
へ
、
平
民
文
化
の
進
歩
に
伴
は
ず
、
時
代
思
想
と
は

風
馬
牛
の
感
が
あ
つ
た
。
常
に
権
勢
と
の
夤
縁
を
求
め
、
過
去

に
於
け
る
皇
室
と
の
関
係
を
誇
り
と
し
た）

25
（

。

　

辻
は
明
治
期
僧
侶
に
お
け
る
「
嗜
眠
」
の
証
左
と
し
て
、
東
西
両

本
願
寺
の
紛
争
、
オ
ル
コ
ッ
ト
来
日
に
浮
か
れ
る
仏
教
界
、
知
識
階

級
に
お
け
る
仏
教
者
の
少
な
さ
を
挙
げ
、「
信
仰
界
の
欠
陥
」
を
指

摘
す
る）

2（
（

。
彼
の
提
示
し
た
近
世
仏
教
像
が
、「
日
本
国
民
」
と
な
っ

た
僧
侶
が
「
新
た
な
時
代
」
を
生
き
る
た
め
の
、
新
た
な
仏
教
の
模

索
と
い
う
政
治
性
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
の
ク
ラ
ウ
タ
ウ
の
指

摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

2（
（

。
こ
こ
で
彼
が
用
い
た
「
階
級
観
念
」、「
貴

族
的
気
分
」、「
平
民
文
化
」
の
欠
如
は
、「
形
式
文
化
」
と
し
て
、

そ
の
ま
ま
彼
の
近
世
仏
教
史
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
堕
落
の
連
続
性
を
見
出
せ
よ
う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
彼
の

近
世
仏
教
堕
落
論
の
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
戒
律
実
践
の
問
題
は

完
全
に
閑
却
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
辻
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
僧
侶
の
戒
律
問
題
を
明
治
仏

教
史
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
、
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
果

た
さ
れ
ず
し
て
、
一
九
五
五
年
に
彼
は
そ
の
生
涯
を
閉
じ
る
こ
と
と

な
る
。
こ
の
近
世
か
ら
近
代
へ
と
「
戒
律
」
を
位
置
付
け
る
と
い
う

未
完
の
問
題
を
、
戦
後
に
確
立
し
た
「
近
代
仏
教
」
な
る
領
域
に

お
い
て
、
辻
の
影
響
を
受
け
た
後
の
仏
教
史
家
た
ち
は
如
何
に
継
承

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
以
降
で
は
、
戦
後
の
揺
籃
期
に
「
近
代
仏

教
」
を
基
礎
づ
け
た
「
ビ
ッ
グ
三
」
と
呼
ば
れ
る
学
者
た
ち
の
思
想

を
考
察
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
に
一
つ
の
回
答
を
与
え
る
こ
と
を
試
み

た
い
。
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第
四
節　

 「
近
代
仏
教
」
に
お
け
る
戒
律
の
語
り
方
⑴ 

─
吉
田
久
一
と
「
新
戒
律
」

　

戦
後
に
お
い
て
、
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
を
牽
引
し
た
、
三
人

の
先
学
者

─
柏
原
祐
泉
（
一
九
二
五
─
二
〇
〇
四
）、
池
田
英
俊
（
一

九
一
六
─
二
〇
〇
二
）、
吉
田
久
一
（
一
九
一
五
─
二
〇
〇
五
）

─
は

「
ビ
ッ
グ
三
」
と
も
通
称
さ
れ）

2（
（

、
今
な
お
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て

い
る
。
太
平
洋
戦
争
を
直
接
経
験
し
た
彼
ら
は
、
仏
教
者
の
戦
争
協

力
、
国
家
主
義
へ
の
傾
倒
、
植
民
地
経
営
へ
の
協
力
な
ど
に
対
す
る

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
仏
教
の
「
近
代
」
な
る
も
の
を
再
構
築
し
、

新
し
い
地
平
の
開
拓
を
試
み
た
学
者
た
ち
で
あ
る
。
膨
大
な
量
の
一

次
資
料
の
読
み
と
整
理
に
よ
り
、
今
日
に
系
譜
す
る
近
代
仏
教
の
ア

ウ
ト
ラ
イ
ン
を
形
成
し
た
「
ビ
ッ
グ
三
」
で
あ
る
が
、
近
年
、
大
谷

栄
一
や
林
淳
な
ど
の
研
究
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
遺
産
を
如

何
に
し
て
批
判
的
に
継
承
し
、
相
対
化
さ
せ
る
の
か
が
課
題
と
な
っ

て
い
る
。

　

そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
近
代
日
本
の
宗
教
概
念
に
無
自
覚
に

埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
「
ビ
リ
ー
フ
（
教
義
等
の
言
語
化
し

た
信
念
体
系
）」
中
心
の
志
向
が
そ
の
研
究
態
度
に
存
在
し
、
そ
の

半
面
と
し
て
の
「
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
（
儀
礼
的
実
践
等
の
非
言
語
的
慣

習
行
為
）」
の
軽
視
と
い
う
諸
相
で
あ
る
。「
ビ
ッ
グ
三
」
は
、
と
り

わ
け
世
紀
転
換
期
に
お
い
て
展
開
し
た
、「
新
仏
教
運
動
」
と
「
精

神
主
義
運
動
」
と
い
う
二
つ
の
運
動
を
、「
社
会
」
な
る
も
の
を
通

し
た
国
家
権
力
と
の
対
峙
、
あ
る
い
は
そ
の
内
観
主
義
か
ら
仏
教
近

代
化
の
到
達
点
と
評
し
た
。
先
の
大
谷
に
よ
る
と
、
こ
の
二
つ
の
運

動
は
明
白
に
「
ビ
リ
ー
フ
重
視
」
の
「
仏
教
」
観
を
有
し
、
こ
れ
は

「
ビ
ッ
グ
三
」
自
身
が
前
提
と
し
た
「
仏
教
」
観
と
あ
る
種
の
共
鳴

下
に
あ
り
、
か
か
る
過
程
の
な
か
で
「
仏
教
の
近
代
化
」
な
る
指
標

が
形
成
さ
れ
た
と
い
う）

29
（

。

　

加
え
て
も
う
一
つ
指
摘
し
た
い
の
は
、
敗
戦
を
契
機
と
し
て
戦
後

日
本
の
主
流
と
な
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
講
座
派
の
影
響
で
あ
る
。

例
え
ば
本
節
が
中
心
に
扱
う
吉
田
久
一
は
、
そ
の
時
期
区
分
と
し
て

資
本
の
蓄
積
か
ら
帝
国
主
義
へ
と
向
か
う
発
達
史
を
採
用
し
、
そ
こ

に
本
来
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
近
代
仏
教
者
の
思
想
と
行
動
を
配
置
し

て
い
る
。
総
じ
て
彼
ら
の
研
究
は
そ
の
全
体
動
向
と
し
て
、「
天
皇

制
国
家
」
へ
の
従
属
的
な
態
度
を
批
判
的
に
捉
え
直
そ
う
と
し
、
仏

教
が
如
何
に
国
家
権
力
と
対
峙
し
た
の
か
を
描
き
出
す
こ
と
に
焦
点

が
当
て
ら
れ
た
と
い
え
よ
う）

（0
（

。

　

本
節
か
ら
次
節
に
か
け
て
、
本
稿
で
は
「
ビ
ッ
グ
三
」
の
歴
史
叙

述
思
想
に
お
け
る
、
戒
律
の
役
割
を
検
討
す
る
。
ま
ず
は
、
近
代
仏

教
史
研
究
の
嚆
矢
と
な
っ
た
『
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
』（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
五
九
年
）
を
著
し
た）

（1
（

、
先
駆
け
的
存
在
で
あ
る
吉
田
久
一
が

提
唱
し
た
「
新
戒
律
」
な
る
概
念
を
対
象
に
、
こ
の
課
題
へ
の
貢
献

を
目
指
し
た
い
。
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仏
教
社
会
福
祉
学
者
と
し
て
も
多
大
な
功
績
を
残
し
た
吉
田
は
、

近
代
に
お
け
る
日
本
資
本
主
義
の
発
達
に
仏
教
が
如
何
に
対
抗
し
え

た
の
か
を
畢
生
の
課
題
と
し
た
。
こ
れ
は
主
著
た
る
『
日
本
近
代
仏

教
社
会
史
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
）
に
お
け
る
「
私
の
関

心
は
近
代
と
い
っ
て
も
、
そ
の
中
心
は
日
本
資
本
主
義
、
な
い
し
は

資
本
主
義
の
産
み
出
す
社
会
問
題
と
、
こ
れ
に
対
応
す
る
仏
教
の
歴

史
的
研
究
で
あ
る
」
と
い
う
確
言
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う）

（2
（

。
吉
田

の
仏
教
近
代
化
論
に
お
け
る
基
本
的
態
度
を
、
彼
の
次
の
言
葉
か
ら

確
認
し
て
お
こ
う
。

仏
教
の
近
代
化
と
は
、
幕
藩
仏
教
か
ら
近
代
仏
教
へ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
多
く
の
指
標
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
宗
旨

仏
教
か
ら
宗
教
と
し
て
の
仏
教
へ
、
教
団
仏
教
か
ら
信
仰
仏

教
へ
、
個
人
的
戒
律
仏
教
か
ら
社
会
的
な
新
戒
律
仏
教
へ
、
あ

る
い
は
島
地
大
等
が
「
明
治
仏
教
史
」（『
解
放
』
大
正
十
年
十

月
）
で
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
現
相
仏
教
（
宗
派
仏
教
）
か
ら
実

相
仏
教
（
本
質
仏
教
）
へ
等
々
の
変
貌
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

は
無
論
近
代
仏
教
の
形
成
期
に
す
べ
て
果
し
え
た
課
題
で
は
な

い
が
、
重
要
な
視
点
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る）

（（
（

。

　

こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
吉
田
が
提
示
し
た
「
個
人
的
戒
律
仏

教
か
ら
社
会
的
な
新
戒
律
仏
教
へ
」
と
い
う
近
代
化
の
指
標
で
あ
る
。

前
提
と
し
て
「
新
戒
律
」
あ
る
い
は
「
個
人
的
戒
律
」
と
い
う
語
は

明
治
の
仏
教
者
た
ち
自
身
が
一
般
的
に
用
い
た
史
料
用
語
で
は
な
く）

（（
（

、

吉
田
の
こ
の
戒
律
の
近
代
化
と
い
う
発
想
が
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
、

跡
付
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
彼
自
身
は
こ
れ
を
明
確
に
説
明
し

定
式
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
吉
田
の
著
作
を
紐
解
く
な
ら
ば
、

彼
が
近
代
仏
教
の
社
会
意
識
へ
の
展
開
に
お
い
て
障
壁
と
な
る
「
戒

律
」
実
践
に
本
質
的
に
内
在
し
た
個
人
・
利
己
的
側
面
を
発
見
し
て

い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
例
え
ば
吉
田
は
明
治
中
期
に
お
け
る
仏
教
者

の
「
破
邪
顕
正
」
運
動
の
論
点
の
一
つ
を
次
の
如
く
述
べ
る
。

第
七
点
は
社
会
倫
理
や
家
族
倫
理
を
め
ぐ
る
問
題
で
、
男
女
同

権
、
一
夫
一
婦
制
、
廃
娼
、
禁
酒
等
が
問
題
と
な
っ
た
。
キ
リ

ス
ト
教
で
は
本
願
寺
法
主
の
蓄
妾
を
攻
撃
し
た
り
、
仏
教
寺
院

が
娼
家
を
檀
家
と
し
て
い
る
の
を
非
難
し
た
り
し
た
。
仏
教
は

こ
れ
に
対
し
不
邪
淫
戒
や
不
飲
酒
戒
を
提
示
し
て
応
戦
し
た
が
、

そ
れ
は
個
人
の
戒
律
の
問
題
に
論
点
が
集
中
し
て
、
社
会
的
な

倫
理
の
問
題
迄
は
発
展
し
な
か
っ
た）

（5
（

。

　

こ
こ
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
吉
田
は
伝
統
的
な
戒
律
実
践
に
、

「
個
人
」
の
実
践
・
倫
理
の
次
元
に
留
ま
る
一
つ
の
限
界
を
見
出
し
、

こ
れ
が
「
社
会
」
的
次
元
へ
と
展
開
す
る
に
は
大
き
な
飛
躍
を
要
す

る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
こ
れ
が
吉
田
の
い
う
「
個
人
的
戒
律
仏

教
」
で
あ
り
、
資
本
主
義
社
会
へ
の
対
応
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ

た
。
例
え
ば
『
講
座
近
代
仏
教
』
の
翌
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
日
本
近

代
仏
教
社
会
史
研
究
』
に
お
い
て
、
彼
が
と
り
あ
げ
た
テ
ー
マ
は
多

岐
に
わ
た
る
が

─
救
貧
活
動
、
監
獄
教
誨
、
児
童
保
護
、
医
療
保
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護
な
ど

─
「
戒
律
」
を
仏
教
に
お
け
る
「
社
会
倫
理
や
個
人
の
生

活
を
規
整
す
る
際
の
基
本
」
と
し
て
、
伝
統
的
な
戒
律
実
践
と
社
会

事
業
と
の
対
立
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

維
新
社
会
で
は
、
仏
教
は
市
民
生
活
の
起
点
対
戒
律
と
い
う
好

題
目
を
与
え
ら
れ
た
が
、
戒
律
は
社
会
化
は
無
論
内
面
化
も
余

り
し
て
い
な
い
。
保
守
的
な
意
味
で
戒
律
を
内
面
化
し
た
者
は

行
誡
で
あ
る
が
、
大
勢
は
戒
律
を
功
利
的
外
面
的
に
様
式
化
し

て
、
内
面
的
な
市
民
形
成
へ
の
胎
動
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た）

（（
（

。

　

こ
の
叙
述
は
あ
く
ま
で
、
彼
が
時
代
区
分
と
し
た
「
維
新
期
社

会
」
に
お
け
る
戒
律
論
の
展
開
を
扱
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ

こ
か
ら
吉
田
に
と
っ
て
戒
律
と
は
、「
社
会
化
」
及
び
「
内
面
化
」

す
べ
き
存
在
で
あ
り
、「
功
利
的
外
面
的
」
な
戒
律
実
践
と
は
対
立

し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
具
体
的
に
彼
は
不
殺
生
戒
と

不
邪
淫
戒
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
富
国
強
兵
策
へ
の
対
抗
と
し
て
の
平
和

運
動
、
廃
娼
問
題
に
対
す
る
運
動
に
展
開
し
な
か
っ
た
こ
と
を
問
題

と
し
て
い
る）

（（
（

。

　

そ
の
上
で
彼
が
一
定
の
満
足
を
示
し
た
の
が
、
世
紀
転
換
期
の

ユ
ー
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
成
立
し
、
激
し
い
社
会
批
判
を
展
開
し

た
「
新
仏
教
運
動
」
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、『
日
本
近
代
仏
教
史
研

究
』
に
お
い
て
吉
田
は
、「
清
徒
」
を
名
乗
っ
た
新
仏
教
徒
た
ち
が
、

教
団
仏
教
の
「
破
戒
無
慙
な
状
態
」
に
反
発
し
つ
つ
も
、「
個
人
的

戒
律
」
に
留
ま
ら
ず
、「
明
治
三
〇
年
代
の
産
業
資
本
確
立
期
の
ブ

ル
ジ
ョ
ア
精
神
や
帝
国
主
義
形
成
に
と
も
な
う
諸
精
神
に
、
ど
う
仏

教
を
対
置
さ
せ
る
か
を
探
求
し
」
た
と
し
て
、「
戒
律
に
お
け
る
こ

の
よ
う
な
社
会
の
発
見
」
を
「
新
戒
律
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る

と
し
て
い
る）

（（
（

。
し
か
し
先
述
の
通
り
「
新
戒
律
」
な
る
語
は
、
吉
田

の
分
析
概
念
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
禁
欲
主
義
へ
の
批
判
や
「
自
由
討

究
」
と
呼
ば
れ
る
言
語
実
践
に
よ
り
、
仏
説
釈
義
の
経
典
理
解
を
否

定
し
た
新
仏
教
徒
に
と
っ
て
、「
戒
律
」
な
る
枠
組
み
は
概
し
て
形

式
主
義
と
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
た

い）
（9
（

。

　

他
方
で
吉
田
は
か
か
る
戒
律
の
社
会
化
に
あ
る
限
界
を
見
出
し
て

い
た
。
例
え
ば
彼
は
「
戒
律
に
立
脚
し
て
社
会
活
動
を
す
る
際
」
に
、

主
体
者
の
動
機
の
み
が
尊
重
さ
れ
る
と
社
会
昇
化
が
で
き
ず
、
戒
律

の
利
己
性
が
表
面
化
し
て
し
ま
い
、
他
方
で
社
会
的
対
象
に
重
き
が

置
か
れ
る
こ
と
で
、
主
体
性
が
忘
却
さ
れ
、
単
な
る
妥
協
が
行
わ
れ

た
場
合
に
は
、
戒
律
の
自
己
放
棄
が
起
き
る
と
す
る）

（0
（

。
そ
こ
に
は
彼

が
し
ば
し
ば
好
ん
で
題
材
と
し
た
「
二
項
対
立
的
な
分
裂）

（1
（

」
が
存
在

す
る
と
い
え
よ
う
。

　

本
節
で
み
た
よ
う
に
、
戦
後
歴
史
学
の
枠
組
み
に
お
い
て
、「
戒

律
」
と
資
本
主
義
社
会
の
対
抗
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
吉
田
は
、
仏

教
者
が
戒
律
に
よ
り
社
会
へ
と
対
峙
す
る
と
き
、「
個
人
」
に
限
定

さ
れ
て
し
ま
う
利
己
的
側
面
を
見
出
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
実
践
が
社
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93　近代という窮地

会
に
向
け
ら
れ
た
「
新
戒
律
」
な
る
独
自
の
分
析
概
念
に
よ
り
仏
教

の
近
代
化
を
論
じ
、
と
り
わ
け
社
会
運
動
へ
と
積
極
的
に
参
画
し
た

新
仏
教
徒
た
ち
を
高
く
評
価
す
る
。
し
か
し
戒
律
が
社
会
化
す
る
と

必
然
的
に
生
じ
る
と
し
た
「
自
己
放
棄
」
が
、
吉
田
の
近
代
化
論
に

お
い
て
、
如
何
に
展
開
し
た
の
か
を
彼
が
詳
述
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。

第
五
節　

 「
近
代
仏
教
」
に
お
け
る
戒
律
の
語
り
方
⑵ 

─
池
田
英
俊
と
柏
原
祐
泉
の
「
自
律
」
に
よ
せ
て

　

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
近
代
仏
教
研
究
の
先
駆
者
た
る
吉
田
久
一

は
、「
新
戒
律
」
と
い
う
分
析
概
念
を
用
い
、
あ
る
べ
き
戒
律
論
を

語
っ
た
。
こ
れ
は
端
的
に
い
え
ば
、
戒
律
の
個
人
的
な
利
己
性
が
乗

り
越
え
ら
れ
て
、
如
何
に
社
会
へ
と
展
開
す
る
の
か
を
課
題
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は
仏
教
の
「
自
戒
自
律
」
精
神
を
近
代
化

の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
池
田
英
俊
と
柏
原
祐
泉
の
思
想
を
考
察
し
た

い
。

　

は
じ
め
に
扱
う
池
田
は
、
三
者
の
内
で
も
っ
と
も
戒
律
へ
の
強
い

関
心
を
示
し
た
学
者
で
あ
る
。
吉
田
が
熱
心
な
親
鸞
信
仰
者
の
母
を

持
つ
在
家
の
出
自
を
有
し
、
ま
た
柏
原
が
真
宗
大
谷
派
の
僧
侶
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
池
田
は
曹
洞
宗
の
僧
籍
を
有
し
、
曹
洞
宗
大
学

（
現
・
駒
澤
大
学
）
で
仏
教
学
を
学
び
、
北
海
道
大
学
大
学
院
に
進
学

し
た
や
や
異
質
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
有
す
る）

（2
（

。
こ
の
池
田
の
戒
律
へ

の
関
心
は
、
そ
も
そ
も
彼
の
デ
ビ
ュ
ー
論
文
が
「
雲
照
の
戒
律
主
義

に
つ
い
て
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
五
巻
一
号
、
一
九
五
七
年
）
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
同
論
文
で
は
、
釈
雲
照
の
戒
律
復
興
運
動

が
「
明
治
期
の
資
本
主
義
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
社
会
」
に
お
け
る
無
際

限
の
欲
望
へ
の
対
抗
と
し
て
評
価
さ
れ
る
一
方
で
、
国
王
の
恩
を
説

く
四
恩
報
謝
思
想
が
当
時
の
絶
対
主
義
的
宗
教
政
策
と
結
び
つ
い
た

こ
と
が
批
判
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
池
田
の
代
表
的
著
作
と
し
て
、
一
九
七

六
年
公
刊
の
『
明
治
の
新
仏
教
運
動
』（
吉
川
弘
文
館
）
お
よ
び
同
年

の
『
明
治
の
仏
教

─
そ
の
思
想
と
行
動
』（
評
論
社
）
を
挙
げ
る
こ

と
に
異
論
は
あ
る
ま
い
。
後
者
は
評
論
社
の
「
日
本
人
の
行
動
と
思

想
シ
リ
ー
ズ
」
か
ら
企
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
前
者
と
ほ
ぼ
同
じ

章
立
て
と
内
容
を
と
り
な
が
ら
も
、
よ
り
達
意
的
に
執
筆
さ
れ
て
い

る
。
池
田
は
こ
の
『
明
治
の
仏
教
』
の
は
し
が
き
で
自
身
の
戒
律
論

争
へ
の
関
心
を
率
直
に
次
の
よ
う
に
吐
露
し
て
い
る
。

近
代
社
会
の
歩
み
の
な
か
に
映
ず
る
仏
教
運
動
の
い
ち
じ
る
し

い
特
質
は
、
時
代
思
想
の
変
革
期
に
な
る
と
、
必
ず
と
い
っ
て

い
い
ほ
ど
、
仏
教
存
亡
の
危
機
感
や
末
法
観
と
と
も
に
、
戒
律

論
争
に
熱
気
を
お
び
る
姿
が
、
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
く
る
こ
と

で
あ
る
。〔
…
〕
な
に
ゆ
え
に
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
仏
教
運
動

の
荷
な
い
手
と
な
っ
て
活
躍
す
る
仏
教
者
た
ち
は
、
戒
学
を
重

視
し
、
自
戒
内
省
の
姿
勢
を
と
り
つ
づ
け
る
こ
と
に
力
の
限
を

尽
く
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
〔
…
〕
明
治
の
仏
教
を
顧
み
る
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と
、
仏
教
の
革
新
を
目
指
す
仏
教
者
た
ち
が
、
時
代
思
想
の
変

遷
を
よ
そ
に
み
な
が
ら
、
民
衆
と
の
対
話
の
な
か
で
、
十
善
戒

を
受
け
て
も
、
現
実
の
生
活
の
し
く
み
の
な
か
で
容
易
に
実
行

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て

「
一
戒
光
明
金
剛
法
」
や
、「
一
得
永
不
失
」
の
語
に
秘
め
ら
れ

て
い
る
受
戒
の
功
徳
を
実
感
と
し
て
受
け
と
め
、
破
戒
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
懺
悔
の
目
覚
め
の
も
つ
意
味
の
重
大
さ
を
悟

り
、
自
戒
自
省
の
態
度
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
を
思
う
の
で
あ

る）
（（
（

。

　

こ
こ
で
「
十
善
戒
」
と
は
、
江
戸
後
期
に
慈
雲
が
宣
揚
し
た
七
衆

の
通
戒
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
明
治
の
仏
教
者
た
ち
は
、
こ
れ

を
「
国
民
道
徳
」
の
拠
り
所
と
し
て
、
民
衆
教
化
に
広
く
用
い
た
が
、

こ
こ
で
池
田
は
戒
律
の
実
践
の
困
難
さ
か
ら
生
じ
る
「
受
戒
の
功

徳
」、「
懺
悔
」
か
ら
「
自
戒
自
省
」
の
精
神
が
産
み
出
さ
れ
た
と
す

る
。
か
か
る
語
り
か
ら
、
い
わ
ば
親
鸞
的
な
悪
人
正
機
や
末
法
無
戒

を
連
想
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
牽
強
付
会
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

例
え
ば
『
明
治
の
新
仏
教
運
動
』
に
お
い
て
、
池
田
は
「
教
化
思

想
を
基
礎
づ
け
る
自
戒
自
律
の
精
神
と
、
こ
れ
に
伴
う
清
純
な
信

仰
」
を
問
題
と
し
、「
近
代
仏
教
の
形
成
は
、
そ
の
契
機
を
明
治
二

七
〜
二
八
年
の
日
清
戦
争
前
後
を
境
と
し
て
再
燃
す
る
戒
律
問
題
を

め
ぐ
る
論
争
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ）

（5
（

、
真
宗

大
谷
派
の
僧
侶
・
清
沢
満
之
の
精
神
主
義
に
お
け
る
「
自
律
」・「
他

律
」・「
霊
律
」
の
思
想
を
最
高
の
段
階
に
達
し
た
も
の
と
し
て
高
く

評
価
し
て
い
る）

（（
（

。
こ
こ
で
清
沢
の
述
べ
る
自
律
と
は
「
主
義
、
意
見
、

章
操
、
是
等
の
内
的
権
威
」
に
よ
り
、「
自
己
の
行
動
を
規
定
す
」

る
も
の
で
あ
り
、
他
律
と
は
「
輿
論
、
風
習
、
国
法
、
其
他
外
的
権

威
に
服
し
て
」、「
自
己
の
心
身
を
規
定
す
」
る
立
場
で
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
ら
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
苦
悩
の
生
活
」
を
産
み
だ
す
も
の

と
し
て
斥
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
清
沢
は
、「
自
己
の
暗
弱
罪
悪
に
泣

き
て
、
偏
に
如
来
慈
悲
の
願
力
に
憑
る
時
」
に
如
来
の
恩
寵
が
あ
ら

わ
れ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

此
恩
寵
の
威
受
よ
り
し
て
萌
え
来
る
意
思
に
、
無
上
の
権
威
あ

り
。
他
の
一
切
の
思
念
は
、
之
を
抑
へ
又
は
之
を
斥
く
る
能
は

ず
。
而
も
茲
に
厭
迫
制
抑
の
思
あ
り
、
唯
自
由
あ
り
、
歓
喜
あ

り
。
又
茲
に
危
惧
不
安
の
恐
な
し
、
唯
平
安
あ
り
、
自
由
あ
り
。

之
を
内
的
権
威
と
い
は
む
か
、
自
己
の
は
か
ら
ひ
に
非
ず
。
之

を
外
的
権
威
と
い
は
む
か
、
世
間
の
さ
だ
め
に
非
ず
。
我
之
を

感
じ
て
、
実
に
内
外
を
超
え
、
自
他
を
離
れ
て
、
高
く
至
上
の

仏
恩
よ
り
降
り
来
る
一
個
特
別
の
権
威
な
り
。
如
来
の
子
の
生

活
は
、
主
と
し
て
此
権
威
に
絶
対
の
服
従
を
な
す
も
の
也）

（（
（

。

　

清
沢
に
よ
る
と
、
最
高
の
霊
律
な
る
も
の
は
、「
我
が
は
か
ら
い
」

を
捨
て
た
阿
弥
陀
へ
の
帰
依
に
よ
り
「
恩
寵
」
と
し
て
得
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、「
出
来
得
る
だ
け
、
自
ら
慎
み
、
自
ら
務

め
、
他
を
敬
ひ
、
他
の
た
め
に
尽
さ
む
と
の
思
」
い
が
自
ず
か
ら
生
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95　近代という窮地

じ
る
と
い
う
。
か
く
し
て
、「
如
来
の
子
」
と
な
っ
た
者
は
、「
凡
小

の
分
別
」
や
「
小
主
義
に
よ
る
規
定
」
を
超
え
て
、「
如
来
の
回
向

の
信
念
に
よ
り
て
示
さ
る
ゝ
霊
律
」
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る）

（（
（

。

　

池
田
は
維
新
期
以
降
の
新
し
い
仏
教
運
動
の
展
開
過
程
を
「
戒
律

と
信
仰
の
一
致
融
合
の
課
題
」
と
み
な
し
、
こ
の
精
神
主
義
に
お
け

る
霊
律
思
想
に
お
い
て
、
究
極
の
境
地
を
見
出
し
た
こ
と
を
明
言
す

る）
（9
（

。
こ
れ
に
際
し
て
彼
が
ひ
と
き
わ
強
調
す
る
の
が
、
明
治
期
の
戒

律
論
争
か
ら
精
神
主
義
へ
と
導
か
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
池
田
に
よ
る
と
持
戒
僧
・
釈
雲
照
の
戒
律
復
興
運
動
が
仏
教
界

に
お
い
て
広
く
耳
目
を
集
め
た
一
方
、
全
体
と
し
て
、「
文
明
開
化

の
体
制
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
世
俗
の
生
活
の
魅
力
に
抗
し
き

れ
ず
」、
真
宗
を
除
く
宗
派
仏
教
の
僧
侶
た
ち
は
、
破
戒
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
彼
は
明
治
期
に
お
い
て
戒
律
問
題

が
「
そ
の
都
度
論
議
が
繰
り
返
さ
れ
た
」
こ
と
に
よ
り
「
覚
醒
」
が

も
た
ら
さ
れ
、「
や
が
て
鮮
烈
な
自
戒
自
律
の
精
神
と
な
っ
て
現
れ
、

仏
教
の
確
信
を
め
ざ
す
世
俗
の
仏
教
者
た
ち
を
、
新
た
な
仏
教
運
動

へ
と
駆
り
立
て
て
い
っ
た
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る）

50
（

。

　

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
戒
律
論
争
そ
れ
自
体
が
「
覚
醒
」
の

原
動
力
へ
と
展
開
す
る
と
い
う
池
田
の
叙
述
で
あ
ろ
う
。
彼
の
こ
の

論
争
に
ま
つ
わ
る
評
価
は
、
戒
律
肯
定
派
を
「
出
家
者
と
し
て
の
僧

儀
保
持
を
固
執
す
る
立
場
」
と
し
、
否
定
派
を
「
僧
儀
に
捉
わ
れ
る

こ
と
な
く
自
戒
自
律
の
精
神
と
実
践
と
を
重
視
す
る
立
場
」
と
に
大

別
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
一
見
す
る
と
僧
侶
の
破
戒
へ
の
容
認
的
態

度
を
採
る
立
場
が
、「
自
戒
内
省
の
激
し
さ
」
を
前
提
と
し
な
が
ら

も
、「
人
間
自
然
の
性
情
と
二
〇
世
紀
初
頭
社
会
の
歴
史
的
契
機
に

深
く
相
応
す
る
」
と
し
て
極
め
て
肯
定
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で

あ
り）

51
（

、
い
わ
ば
「
持
戒
」
か
ら
「
自
戒
」
へ
と
で
も
い
う
べ
き
転
換

が
見
出
さ
れ
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
清
沢
満
之
の
思
想
を
「
自
戒
自
律
の
精
神
」

の
一
つ
の
到
達
点
と
み
な
す
態
度
は
、
柏
原
祐
泉
に
も
共
通
す
る
。

日
本
仏
教
史
研
究
の
泰
斗
で
あ
り
、
滋
賀
県
の
真
宗
大
谷
派
寺
院
に

生
を
受
け
た
柏
原
は）

52
（

、
池
田
と
同
じ
く
「
自
戒
」・「
自
律
」
を
キ
ー

タ
ー
ム
と
し
つ
つ
、
雲
照
と
そ
の
双
璧
と
さ
れ
た
浄
土
宗
の
僧
・
福

田
行
誡
（
一
八
〇
九
─
一
八
八
八
）
の
唱
道
し
た
戒
律
復
興
が
、「
近
代

仏
教
」
の
形
成
に
与
え
た
影
響
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
か
か
る
戒
律
復
興
が
必
ず
し
も
直
ち
に
仏

教
の
近
代
化
を
志
向
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
維
新

期
の
全
仏
教
的
な
危
機
感
を
時
代
背
景
と
す
る
段
階
で
は
、
持

戒
に
よ
る
内
省
的
自
覚
に
よ
っ
て
仏
教
の
自
律
性
の
確
立
を
促

進
し
て
ゆ
く
点
で
、
近
代
仏
教
の
形
成
に
発
言
力
を
も
つ
も
の

で
あ
っ
た
。
と
く
に
両
者
〔
雲
照
と
行
誡
〕
が
、
戒
律
主
義
の
立

場
か
ら
、
過
去
の
教
団
に
強
い
批
判
を
加
え
、
新
し
く
仏
教
の

本
来
性
の
確
立
に
つ
と
め
た
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
近
代
仏
教
を

生
み
だ
す
役
割
を
も
つ
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る）

5（
（

。
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こ
こ
で
柏
原
の
述
べ
る
「
仏
教
の
本
来
性
」
は
、「
自
律
的
信
仰
」

と
し
て
彼
の
な
か
で
幾
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
問
題
と
な
る
が）

5（
（

、
と
く

に
「〝
精
神
主
義
〟
に
お
け
る
自
戒
精
神
の
系
譜
」
な
る
論
文
に
お

い
て
、
明
確
に
主
題
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
的

信
仰
の
確
立
を
「
精
神
主
義
」
に
み
た
柏
原
は
、
明
治
期
の
内
省
的

な
運
動
と
し
て
、
前
期
に
代
表
さ
れ
る
雲
照
や
行
誡
の
戒
律
主
義
が
、

後
期
に
お
い
て
は
「
保
守
」
へ
と
後
退
し
、
代
わ
っ
て
「
従
来
に
み

ら
れ
な
い
幾
多
の
斬
新
な
内
省
的
運
動
が
お
こ
っ
た
」
と
し
て
い
る）

55
（

。

そ
こ
で
柏
原
は
「
自
戒
」
と
「
自
粛
」
の
精
神
の
系
譜
と
し
て
、
明

治
を
代
表
す
る
持
戒
僧
・
釈
雲
照
か
ら
、
そ
の
外
護
者
で
あ
り
東
北

帝
国
大
学
初
代
総
長
を
務
め
た
沢
柳
政
太
郎
（
一
八
六
五
─
一
九
二
七
）、

そ
し
て
沢
柳
の
友
人
で
あ
る
清
沢
満
之
へ
と
、
三
者
に
渡
り
受
け
継

が
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

明
治
に
お
い
て
、
日
本
仏
教
は
覚
醒
し
た
。
こ
れ
は
「
明
治
仏

教
」
か
ら
少
な
く
と
も
戦
後
揺
籃
期
の
「
近
代
仏
教
」
の
研
究
者

に
お
け
る
共
通
認
識
で
あ
り
、
か
か
る
前
提
の
下
、「
新
戒
律
」
や

「
自
戒
自
律
の
精
神
」
な
る
分
析
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
、
明
治
以

降
の
戒
律
は
、
近
代
化
と
い
う
政
治
性
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と

と
な
る
。
そ
こ
で
共
通
し
て
み
ら
れ
た
の
は
、
戒
律
が
形
式
を
失
い

つ
つ
も
、
近
代
の
仏
教
者
の
「
社
会
」
や
「
内
面
」
な
ど
の
領
域
へ

と
系
譜
す
る
と
い
う
語
り
方
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、「
明
治
仏
教
」
と
「
近
代
仏
教
」
と
い
う
二

つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
を
補
助
線
と
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
「
戒

律
」
が
如
何
に
語
ら
れ
た
の
か
を
確
認
し
た
。
前
半
部
で
み
た
よ
う

に
、
戦
前
に
そ
の
萌
芽
を
み
せ
た
明
治
仏
教
は
、
そ
の
揺
籃
期
に
お

い
て
、「
戒
律
」
の
衰
退
と
い
う
事
象
に
関
心
を
払
う
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
の
な
か
で
限
定
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
土
屋
詮
教
が
「
明

治
三
四
年
」
に
生
じ
た
戒
律
問
題
を
「
覚
醒
」
と
肯
定
的
に
論
じ
た

こ
と
は
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
近
世
仏
教
に
対
す
る
「
破

戒
」
と
い
う
堕
落
観
を
共
有
し
た
彼
ら
は
、
近
代
と
の
連
続
と
覚
醒

と
い
う
筋
書
き
に
お
い
て
こ
れ
を
無
視
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
む
し

ろ
新
文
明
へ
の
適
応
や
国
体
と
の
結
合
な
ど
別
の
評
価
を
取
り
入
れ

る
こ
と
で
、
仏
教
の
復
興
と
い
う
問
題
に
置
き
換
え
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　

一
方
、
近
代
と
戒
律
と
い
う
問
題
に
真
っ
向
か
ら
取
り
組
ん
だ
学

者
が
喜
田
貞
吉
で
あ
っ
た
。
柳
田
国
男
の
「
毛
坊
主
考
」
に
触
発

さ
れ
、「
俗
法
師
考
」
な
ど
の
研
究
成
果
を
発
表
し
て
い
た
喜
田
は
、

日
本
仏
教
史
に
通
底
す
る
破
戒
の
流
れ
と
こ
れ
を
隠
蔽
す
る
「
偽

善
」
を
発
見
す
る
。
そ
こ
で
「
先
覚
者
」
と
な
っ
た
の
が
妻
帯
し
た

親
鸞
と
浄
土
真
宗
で
あ
り
、
明
治
仏
教
に
お
け
る
肉
食
妻
帯
は
、
か
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97　近代という窮地

か
る
系
譜
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
節

か
ら
最
終
節
に
か
け
て
み
た
よ
う
に
、「
明
治
仏
教
史
」
の
枠
組
み

に
お
い
て
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
近
代
の
戒
律
問
題
は
、
戦
後
に
確
立

し
た
「
近
代
仏
教
」
な
る
領
域
に
お
い
て
大
き
く
展
開
す
る
。
戦
前

の
「
明
治
仏
教
」
に
お
い
て
戒
律
問
題
が
タ
ブ
ー
視
さ
れ
た
の
に

対
し
て
、「
ビ
ッ
グ
三
」
と
呼
ば
れ
る
近
代
仏
教
の
開
拓
者
た
ち
は
、

奇
妙
な
ほ
ど
一
様
に
、
戒
律
が
仏
教
の
近
代
化
に
与
え
た
影
響
を
強

調
す
る
。
こ
れ
は
「
ビ
リ
ー
フ
中
心
」
的
態
度
に
お
い
て
理
解
さ
れ

て
き
た
彼
ら
の
研
究
動
向
に
お
い
て
、
む
し
ろ
戒
律
実
践
を
そ
の
思

想
に
お
い
て
積
極
的
に
取
り
入
れ
た
と
い
う
、
新
た
な
側
面
を
我
々

に
教
え
る
と
い
え
る
。

　

む
ろ
ん
、「
ビ
ッ
グ
三
」
が
展
開
し
た
戒
律
論
は
、
今
日
の
視
点

か
ら
し
て
多
く
の
問
題
を
残
し
て
い
る
。
例
え
ば
池
田
が
重
視
す
る

清
沢
の
「
霊
律
」
思
想
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
清
沢
の
死
後
に
出
さ
れ

て
お
り
、『
精
神
界
』
に
お
け
る
記
事
の
真
筆
ま
で
も
が
問
わ
れ
る

昨
今
の
清
沢
研
究
に
お
い
て
、
ど
こ
ま
で
受
け
入
ら
れ
る
の
か
は
疑

問
で
あ
ろ
う
。
ま
た
同
論
説
で
は
霊
律
の
発
露
と
し
て
、「
婢
は
主

に
従
へ
。
兵
卒
は
将
官
に
従
へ
」
と
仏
教
者
の
権
力
へ
の
従
順
が
強

調
さ
れ
る
が）

5（
（

、
仏
教
と
国
家
主
義
の
対
立
を
畢
生
の
課
題
と
し
た
池

田
が
な
ぜ
こ
れ
に
言
及
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
残
し
て
い

る
。
他
方
で
、
柏
原
の
自
戒
精
神
の
系
譜
論
で
は
雲
照
と
清
沢
の
直

接
的
な
関
係
が
見
い
だ
せ
ず
、
さ
ら
に
は
そ
も
そ
も
自
戒
精
神
の
継

承
な
る
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
受
容
で
き
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

　

し
か
し
彼
ら
の
研
究
が
、
近
代
の
戒
律
問
題
を
日
本
仏
教
史
に
位

置
付
け
る
と
い
う
作
業
へ
の
一
つ
の
見
通
し
を
供
し
て
く
れ
る
の
も

事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
三
人
の
先
学
者
は
、
仏
教
の
倫
理
思

想
と
し
て
の
「
戒
律
」
に
、
仏
教
者
の
「
個
」
を
超
え
た
社
会
へ
の

参
画
や
自
戒
自
省
の
精
神
に
よ
る
内
的
な
覚
醒
な
ど
の
役
割
を
期
待

し
た
。
こ
れ
は
近
代
に
お
い
て
、「
戒
律
」
を
無
視
な
い
し
は
軽
視

す
る
わ
け
で
も
、
ま
た
単
純
な
衰
微
と
描
く
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ

戒
律
が
形
式
を
超
え
て
、
社
会
運
動
や
内
面
の
領
域
な
ど
、
従
来
の

そ
れ
と
は
異
な
る
枠
組
み
か
ら
、
今
日
ま
で
連
続
す
る
物
語
が
描
か

れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

注
（
1
） 

中
村
生
雄
『
肉
食
妻
帯
考

─
日
本
仏
教
の
発
生
』（
青
土

社
、
二
〇
一
一
年
）
一
四
〇
頁
。
初
出
「
日
本
仏
教
に
と
っ
て
肉
食

妻
帯
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」（『
寺
門
興
隆
』
二
〇
〇
三
年
九
月
号
─

十
二
月
号
）。

（
2
） Richard M

. Jaffe, N
either M

onk nor Laym
an: Clerical 

M
arriage in M

odern Japanese Buddhism
 

（Princeton, N
.J.: 

Princeton U
niversity Press, 2001

）.

（
（
） 
前
川
健
一
「
石
田
瑞
麿

─
日
本
仏
教
研
究
に
お
け
る
戒
律
へ

の
視
角
」（
オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
編
『
戦
後
歴
史
学
と
日
本
仏
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教
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
六
年
）
二
七
八
頁
。

（
（
） 

林
淳
「
近
代
仏
教
の
時
期
区
分
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
七
五

号
、
二
〇
〇
九
年
）
五
頁
。

（
5
） 
同
前
、
六
─
七
頁
。

（
（
） 

池
田
英
俊
「
新
た
な
る
飛
翔
の
場
を
き
づ
く
た
め
に

─
近
代

仏
教
思
想
史
研
究
の
源
流
を
探
っ
て
」（『
近
代
仏
教
』
一
一
号
、
二

〇
〇
四
年
）。

（
（
） 

『
明
治
仏
教
史
編
纂
所
蔵
目
録
』（
明
治
仏
教
史
編
纂
所
、
一
九

七
二
年
）
の
友
松
に
よ
る
「
あ
い
さ
つ
」
よ
り
。

（
（
） 

林
「
近
代
仏
教
と
国
家
神
道
」
八
七
頁
。

（
9
） 

オ
リ
オ
ン
・
ク
ラ
ウ
タ
ウ
『
近
代
日
本
思
想
と
し
て
の
仏
教
史

学
』（
法
蔵
館
、
二
〇
一
二
年
）
二
三
五
頁
。

（
10
） 

ク
ラ
ウ
タ
ウ『
近
代
日
本
思
想
と
し
て
の
仏
教
史
学
』二
二
〇
頁
。

（
11
） 

徳
重
浅
吉
『
維
新
政
治
宗
教
史
研
究
』（
目
黒
書
店
、
一
九
三

五
年
）
六
三
一
頁
。

（
12
） 

同
前
、
六
五
〇
─
六
五
一
頁
。

（
1（
） 

同
前
、
六
五
二
頁
。

（
1（
） 

土
屋
詮
教
『
明
治
仏
教
史
』（
三
省
堂
、
一
九
三
九
年
）
三
頁

（
序
）。

（
15
） 

同
前
、
一
七
五
─
一
七
六
頁
。

（
1（
） 

同
前
、
三
頁
。

（
1（
） 

喜
田
貞
吉
「
明
治
仏
教
に
於
け
る
肉
食
妻
帯
」（『
現
代
仏
教
』

特
集
号
、
一
九
三
三
年
）
一
三
八
─
一
三
九
頁
。

（
1（
） 

同
前
、
一
四
四
─
一
四
五
頁
。

（
19
） 

同
前
、
一
四
七
頁
。

（
20
） 

大
澤
絢
子
「
浄
土
真
宗
の
「
妻
帯
の
宗
風
」
は
い
か
に
確
立
し

た
か

─
江
戸
期
に
お
け
る
僧
侶
の
妻
帯
に
対
す
る
厳
罰
化
と
親
鸞

伝
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
研
究
』
四
九
巻
、
二
〇
一
四
年
）。

（
21
） 

喜
田
「
明
治
仏
教
に
於
け
る
肉
食
妻
帯
」
一
四
八
─
一
四
九
頁
。

（
22
） 

同
前
、
一
五
〇
頁
。

（
2（
） 

中
村
『
肉
食
妻
帯
考
』
九
二
─
九
三
頁
。

（
2（
） 

辻
『
明
治
仏
教
史
の
問
題
』（
立
文
書
院
、
一
九
四
九
年
）
八

三
頁
。

（
25
） 

同
前
、
三
五
四
頁
。

（
2（
） 

同
前
、
三
五
五
─
三
五
六
頁
。

（
2（
） 

ク
ラ
ウ
タ
ウ『
近
代
日
本
思
想
と
し
て
の
仏
教
史
学
』二
六
三
頁
。

（
2（
） 

林
淳
「
編
輯
後
記
」（『
近
代
仏
教
』
一
六
、
二
〇
〇
九
年
）
表
三
。

（
29
） 

大
谷
栄
一
『
近
代
仏
教
と
い
う
視
座

─
戦
争
・
ア
ジ
ア
・
社

会
主
義
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
年
）
三
〇
頁
。

（
（0
） 

近
藤
俊
太
郎
「
二
葉
憲
香

─
ぼ
う
仏
教
の
側
に
立
つ
歴
史

学
」（
ク
ラ
ウ
タ
ウ
編
『
戦
後
歴
史
学
と
日
本
仏
教
』）
三
二
〇
頁
。

（
（1
） 

本
節
で
は
、
吉
田
の
基
本
的
位
置
づ
け
る
に
当
た
り
、
繁
田
真

爾
「
吉
田
久
一

─
近
代
仏
教
史
研
究
の
開
拓
と
方
法
」（
ク
ラ
ウ
タ

ウ
編
『
戦
後
歴
史
学
と
日
本
仏
教
』）
に
大
き
く
示
唆
を
得
て
い
る
。

（
（2
） 
吉
田
久
一
『
日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研
究
』（
吉
川
弘
文

館
、
一
九
六
四
年
）
四
頁
。
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99　近代という窮地

（
（（
） 

吉
田
「
近
代
仏
教
の
形
成
」（『
講
座
近
代
仏
教
一
』
法
蔵

館
、
一
九
六
三
年
）
六
三
頁
。

（
（（
） 
た
だ
し
吉
田
は
、
学
統
の
上
で
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
活
躍

し
た
浄
土
宗
社
会
派
と
呼
ば
れ
る
仏
教
者
た
ち
の
影
響
を
直
接
受
け

て
お
り
、「
新
戒
律
」
は
彼
ら
に
よ
り
用
い
ら
れ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
で

も
あ
っ
た
。
と
く
に
大
正
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
た
渡
辺
海
旭
（
一
八

七
二
─
一
九
三
三
）、
椎
尾
弁
匡
（
一
八
七
六
─
一
九
七
一
）、
矢
吹

慶
輝
（
一
八
七
九
─
一
九
三
九
）
と
吉
田
の
関
係
は
別
稿
で
論
じ
た

い
。

（
（5
） 

同
前
、
八
三
頁
。

（
（（
） 

吉
田
『
日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研
究
』
三
〇
頁
。

（
（（
） 

同
前
、
二
九
頁
。

（
（（
） 

吉
田
『
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四

年
）
三
五
五
頁
。

（
（9
） 

こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
旧
仏
教
の
逆
襲

─
明
治
後
期
に
お

け
る
釈
雲
照
と
新
仏
教
徒
の
交
錯
を
め
ぐ
っ
て
」（『
宗
教
研
究
』
三

九
四
号
、
二
〇
一
九
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（0
） 

吉
田
『
日
本
近
代
仏
教
社
会
史
研
究
』
三
〇
頁
。

（
（1
） 

繁
田
「
吉
田
久
一
」
二
五
一
頁
。

（
（2
） 

池
田
に
つ
い
て
は
圭
室
文
雄
「
追
悼 

池
田
英
俊
先
生
を
偲
ん

で
」（『
近
代
仏
教
』
一
一
号
、
二
〇
〇
四
年
）
一
─
三
頁
を
参
照
。

（
（（
） 

池
田
英
俊
「
雲
照
の
戒
律
主
義
に
つ
い
て
」（『
印
度
仏
教
学
研

究
』
五
巻
一
号
、
一
九
五
七
年
）
一
二
三
頁
。

（
（（
） 

池
田
英
俊
『
明
治
の
仏
教

─
そ
の
行
動
と
思
想
』（
評
論

社
、
一
九
七
六
年
）
三
頁
。

（
（5
） 

池
田
英
俊
『
明
治
の
新
仏
教
運
動
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七

六
年
）
二
六
四
頁
。

（
（（
） 

同
前
、
二
六
七
頁
。

（
（（
） 

清
沢
満
之
「
自
律
・
他
律
・
霊
律
」（『
精
神
界
』
七
巻
一
号
、

一
九
〇
七
年
）、
七
─
八
頁
（
圏
点
省
略
）。

（
（（
） 

同
前
、
七
─
八
頁
。

（
（9
） 

池
田
『
明
治
の
新
仏
教
運
動
』
二
六
八
─
二
六
九
頁
。

（
50
） 

池
田
『
明
治
の
仏
教
』
一
八
五
頁
。

（
51
） 

同
前
、
一
八
九
頁
。

（
52
） 

柏
原
に
つ
い
て
は
引
野
亨
輔
「
柏
原
祐
泉

─
自
律
的
信
仰

の
系
譜
を
た
ど
っ
て
」（
ク
ラ
ウ
タ
ウ
編
『
戦
後
歴
史
学
と
日
本
仏

教
』）
を
参
照
し
た
。

（
5（
） 

柏
原
祐
泉
『
日
本
近
世
近
代
仏
教
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六

九
年
）
四
二
四
頁
。

（
5（
） 

引
野
「
柏
原
祐
泉
」
二
二
一
頁
。

（
55
） 

柏
原
『
日
本
近
世
近
代
仏
教
』
四
二
四
頁
（
初
出
「〝
精
神
主

義
〟
に
お
け
る
自
戒
精
神
の
系
譜
」、
笠
原
一
男
編
『
封
建
・
近
代

に
お
け
る
鎌
倉
仏
教
の
展
開
』
法
蔵
館
、
一
九
六
七
年
）。

（
5（
） 
清
沢
「
他
律
、
自
律
、
霊
律
」
七
頁
。

 

（
東
北
大
学
大
学
院
）
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