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平
成
一
四
年
九
月
二
十
七
日
、
日
蓮
宗
宗
務
院
に
お
い
て
の

第
三
回
教
化
学
研
究
発
表
大
会
特
別
発
表

「
教
義（
経
・
論
・
釈
）の
解
釈

そ
の
方
法
論
に
つ
い
て
」（
録
音
再
録
）

（
日
蓮
宗
顧
問
弁
護
士
・
日
蓮
宗
蘇
東
教
会
担
任
）
長

谷

川

正

浩

長
谷
川
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
、
こ
の
よ
う
な
発
表
の
機
会
を
お
与
え
い
た
だ
き
ま
し
た
現
代
宗
教
研
究
所
に
対
し
て
、
心
か
ら
お

礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
日
は
、「
教
義
（
経
・
釈
・
論
）
の
解
釈
｜
そ
の
方
法
論
に
つ
い
て
」

と
い
う
ふ
う
に
、
皆
さ
ま
方
の
お
手
元
に
お
出
し
い
た
し
ま
し
た
原
稿
の
、
ま
だ
定
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
題
が
入
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ

を
実
は
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
経
・
釈
・
論
」
を
「
経
・
論
・
釈
」
に
訂
正
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
私
は
不
勉

強
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、「
経
・
釈
、
経
・
釈
」
と
申
し
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
に
「
論
」
を
加
え
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
本
日

の
発
表
を
前
に
し
ま
し
て
、
お
彼
岸
前
に
立
正
大
学
の
教
学
の
先
生
方
に
草
稿
を
お
送
り
い
た
し
ま
し
て
、
ご
意
見
を
お
聞
き
し
ま
し
た

と
こ
ろ
、
小
松
邦
彰
先
生
か
ら
「
経
・
釈
・
論
」
と
は
順
番
が
違
う
じ
ゃ
な
い
か
と
。「
経
・
論
・
釈
」
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
こ
ん
な
程
度
の
中
身
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
化
け
の
皮
が
剥
が
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
許
し
頂
き
た
い
と
存
じ
ま

す
。本

日
の
発
表
の
動
機
と
な
り
ま
し
た
の
が
、
今
成
先
生
の
、
日
蓮
の
本
懐
は
摂
受
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
た
こ
と
で
す
。
私
も
日
頃
の
生

活
か
ら
、
理
屈
で
は
な
く
実
感
と
し
て
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
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動
機
の
二
つ
目
は
、
四
箇
格
言
の
問
題
で
す
。
現
在
で
も
念
仏
、
禅
、
真
言
、
律
宗
の
人
達
と
交
わ
る
の
が
謗
法
で
あ
る
な
ら
ば
、
私

は
謗
法
の
塊
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
日
蓮
宗
の
教
師
で
あ
る
こ
と
が
成
り
立
っ
て
い
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
今
成
先
生
の
論
文
を

読
ん
で
真
剣
に
考
え
て
み
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
何
に
原
因
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
突
き
詰

め
て
考
え
て
み
ま
し
た
と
こ
ろ
、
現
代
に
お
け
る
日
蓮
宗
や
仏
教
の
規
範
が
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
。
我
々

は
日
常
生
活
を
す
る
に
お
い
て
、
道
徳
的
な
規
範
だ
と
か
法
律
的
な
規
範
で
あ
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
規
範
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
わ
け

で
す
が
、
仏
教
上
の
規
範
に
従
っ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
自
信
を
持
っ
て
言
え
る
人
が
ど
れ
だ
け
い
ら
っ
し
ゃ
る
だ
ろ
う
か
と

思
い
ま
す
。
私
も
、
胸
を
張
っ
て
言
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
一
体
ど
こ
に
原
因
が
あ
る
の
か
と
考
え
た
ら
、
仏
教
的
な
規
範
、
あ
る
い
は
日
蓮
宗
の
規
範
と
申
し
上
げ
て
も
い
い
ん
で
す

が
、
規
範
が
我
々
の
前
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
朝
夕
の
勤
行
を
せ
よ
、
法
華
経
を
お
題
目
を
唱
え
る
人
を
増
や
せ
、
と
い
う
こ
と
は
い

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
会
社
で
い
ろ
い
ろ
悩
み
が
あ
る
。
家
庭
で
子
供
が
暴
力
を
振
る
っ
て
困
る
。
あ
る
い
は
中
に
は
、
綱
脇
龍
妙
上

人
に
習
っ
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
の
人
を
救
う
た
め
に
一
生
懸
命
や
っ
て
お
ら
れ
る
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
環
境
破
壊
を
こ
れ
以
上
進
行
さ
せ

な
い
よ
う
に
、
一
生
懸
命
頑
張
っ
て
お
ら
れ
る
人
も
い
る
。
そ
う
い
う
人
達
に
対
し
て
、
仏
教
は
あ
る
い
は
日
蓮
宗
は
具
体
的
な
規
範
を

与
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
勿
論
、
教
師
で
あ
る
か
ら
自
分
で
考
え
て
や
れ
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ

個
々
バ
ラ
バ
ラ
に
自
分
で
考
え
て
や
れ
と
い
わ
れ
て
も
、
個
々
の
能
力
に
余
っ
て
し
ま
う
。
非
常
に
困
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
規
範
を
与

え
て
い
た
だ
く
の
が
、
私
は
、
教
学
の
先
生
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
仏
教
の
規
範
、
あ
る

い
は
日
蓮
宗
の
規
範
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
し
て
抽
出
す
る
か
の
「
方
法
論
」、
こ
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
与
え
ら
れ
た
規

範
を
教
師
が
ど
の
よ
う
に
し
て
教
化
す
る
か
。
こ
れ
が
、
教
化
学
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
教
化
学
と
い
う
の
は
、
言
説
布

教
な
ら
ば
話
術
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
人
を
笑
わ
せ
た
り
泣
か
せ
た
り
す
る
と
き
に
必
要
で
し
ょ
う
し
、
難
し
い
こ
と
を
か
み
砕
い
て
言
わ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
あ
る
い
は
、
琵
琶
や
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
使
っ
て
教
化
す
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
教
化
す
る
前
に
信
者
さ
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ん
達
に
与
え
る
仏
教
上
、
あ
る
い
は
日
蓮
宗
の
規
範
と
い
う
も
の
を
き
ち
ん
と
教
師
が
把
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。
規
範
を
把
握
す
る
た
め
の
方
法
論
と
い
う
も
の
を
確
立
さ
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
今
回
の
動
機
で
あ

り
ま
す
。

私
ど
も
は
、
仏
教
徒
で
あ
る
と
か
日
蓮
宗
の
宗
徒
で
あ
る
と
い
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
人
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
仏
教
上
の
規
範
を
全
部
と
は
い
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
少
な
く
と
も
一
部
分
を
守
っ
て
そ
れ
に
従
っ
て
生
活
を
し
よ
う
と
決
意
を
し
た

人
、
こ
れ
を
私
な
り
に
「
仏
教
徒
」
と
呼
ば
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
徒
に
は
い
ろ
い
ろ
な
定
義
が
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
る

本
に
よ
る
と
、「
仏
法
僧
の
三
宝
を
信
じ
て
、
戒
・
定
・
慧
の
三
学
を
実
践
し
自
ら
悟
り
を
求
め
て
信
心
の
安
寧
を
願
い
と
す
る
人
達
」

と
い
う
よ
う
な
、
難
し
い
定
義
が
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
な
り
に
言
わ
せ
て
も
ら
え
ば
、
仏
教
的
規
範
を
遵
守
し
よ
う
と
決
意
し
た

人
だ
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
が
、
仏
教
的
規
範
以
外
に
法
律
的
規
範
・
道
徳
的
規
範
・
文
化
的
規
範
・
芸
術
的
規
範
と
い

ろ
い
ろ
な
規
範
が
あ
り
ま
し
て
、
私
ど
も
は
こ
の
様
々
な
規
範
に
従
い
生
き
て
お
り
ま
す
。

例
え
ば
、
立
ち
小
便
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
規
範
が
ご
ざ
い
ま
す
。
私
ど
も
は
そ
の
道
徳
的
規
範
に
従
っ
て
、
立
ち
小
便
は
し
な

い
と
い
う
生
活
上
の
指
針
を
守
っ
て
い
る
。
不
飲
酒
戒
と
い
う
仏
教
上
の
戒
律
が
ご
ざ
い
ま
す
。
お
酒
を
飲
む
、
日
蓮
聖
人
も
お
飲
み
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
が
不
飲
酒
戒
と
い
う
戒
律
に
違
反
し
て
い
な
け
れ
ば
飲
む
。
違
反
し
て
い
れ
ば
飲
ん
で
は
い
け
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
現
代
に
お
い
て
、
不
飲
酒
戒
と
い
う
規
範
に
違
反
す
る
か
違
反
し
な
い
か
の
境
目
は
ど
こ
な
ん
だ
、
と
い
う
こ
と

が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
規
範
が
ど
の
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
教

義
を
解
釈
す
る
と
こ
ろ
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
教
義
と
は
、
私
の
こ
の
論
法
で
言
い
ま
す
と
「
経
・
論
・
釈
」
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
こ
の
中
に
は
日
蓮
聖
人
の
ご
遺
文
も
含
め
て
で
あ
り
ま
す
。

本
宗
に
限
ら
ず
、
既
成
教
団
の
教
学
者
と
い
わ
れ
る
先
生
方
の
研
究
分
野
を
表
に
し
て
み
ま
し
た
（
次
頁
別
表
）。
こ
う
い
っ
た
表
が

許
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
ご
批
判
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
横
軸
に
過
去
か
ら
現
在
、
釈
尊
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
か
ら
、
中
国
・
日
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本
と
伝
わ
っ
て
か
ら
平
安
・
鎌
倉
と
き
て
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
と
い
う
歴
史
的
な
流
れ
が
ご
ざ

い
ま
す
。
そ
し
て
現
在
、
平
成
十
四
年
の
九
月
二
十
七
日
と
い
う
現
在
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し

て
、
縦
軸
に
「
事
実
に
関
す
る
研
究
」
・
「
教
義
に
関
す
る
研
究
」
と
分
け
て
み
ま
し
た
。
過
去

に
お
け
る
事
実
の
研
究
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
室
町
時
代
に
お
け
る
法
華
集
団
は
ど
う
い
う
組
織

を
持
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
よ
う
な
歴
史
的
な
事
実
に
関
す
る
、
歴
史
家
が
行
う
仕
事
で
ご
ざ
い

ま
す
。
こ
れ
は
教
団
史
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
釈
尊
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
と

き
か
ら
、
ず
っ
と
現
在
ま
で
、
い
ろ
い
ろ
な
歴
史
的
事
実
の
研
究
が
多
く
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
同

じ
よ
う
に
、
過
去
か
ら
明
治
・
大
正
・
昭
和
と
い
ろ
い
ろ
な
方
の
教
義
に
つ
い
て
の
研
究
が
な
さ

れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
行
学
院
日
朝
上
人
が
ど
う
い
っ
た
教
義
を
発
表
さ
れ
て
い
る
の
か
と
か
、

龍
樹
菩
薩
は
ど
う
い
っ
た
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
の
か
、
お
釈
迦
様
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
わ

れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
す
る
、
こ
れ
ら
も
多
く
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
あ
り
ま
す
。

と

の
分
野
だ
け
で
も
全
部
読
む
と
な
る
と
一
生
暮
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
現
在
平
成
十
四
年
の
今
に
お
け
る
、
事
実
に
関
す
る
研
究
。
そ
れ
は
現
在
の
日
蓮

教
団
は
ど
う
い
う
組
織
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
あ
る
い
は
日
蓮
教
団
だ
け
で
な
く
、
オ
ウ
ム
真
理

教
や
法
の
華
三
法
行
は
ど
う
い
う
組
織
か
と
い
う
よ
う
な
研
究
。
こ
れ
は
社
会
学
の
分
野
に
な
り

ま
す
。
宗
教
に
関
し
て
い
え
ば
、
宗
教
社
会
学
で
す
。
東
京
大
学
文
学
部
の
宗
教
に
関
す
る
先
生

方
が
、
概
ね
こ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
島
薗
先
生
も
そ
う
で
す
ね
。
現
宗
研
で
お

呼
び
に
な
っ
て
講
演
さ
れ
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
私
が
い
う
教
学
者
の
先
生
方

は
、
そ
の
下
の

の
と
こ
ろ
で
す
。
平
成
十
四
年
の
今
に
お
け
る
「
経
・
論
・
釈
」
の
解
釈
は
い

現在（平成!"年の今）
過去（釈尊以降→中国→日本
…平安・鎌倉・戦国・江戸・
明治・大正・昭和）

研究の対象と
された時代　

研究の対象

Ｃ（現在の事実の認識作業）
宗教社会学者の仕事

Ａ（過去の事実の認識作業）
歴史家の仕事

事実に関する研究

Ｄ（経・釈・論の現在的規範
の抽出作業）私の言う教
学者の仕事

Ｂ（過去の教義の認識作業）
教学史家の仕事

教義に関する研究
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か
に
あ
る
べ
き
か
と
。
私
が
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
拾
っ
た
教
学
者
と
い
わ
れ
る
先
生
方
の
本
を
ざ
っ
と
見
て
み
ま
し
た
と
こ
ろ
、

と
か

の
研
究
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

や

が
少
な
い
。

は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
と
お
叱
り
を
受
け
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
非
常
に
少
な
い
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
こ
の

の
部
分
を
、
お
釈
迦
様
、
あ
る
い
は
日
蓮
聖
人
の
法
華
経
的
な
規
範
を
抽
出
す

る
こ
と
が
、
こ
れ
が
私
ど
も
の
生
活
上
の
指
針
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
の
で
あ
り
す
。

そ
こ
で
、

に
お
け
る
「
経
・
論
・
釈
」
の
現
在
的
な
規
範
の
抽
出
作
業
を
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
行
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
た
ま
た
ま
お
彼
岸
の
中
日
に
私
の
実
家
で
あ
り
ま
す
西
林
寺
に
帰
り
、
法
要
が
終

わ
り
ま
し
て
か
ら
師
父
の
書
棚
を
見
て
お
り
ま
し
た
ら
、「
中
村
瑞
隆
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
」
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
こ
に

宗
学
研
究
の
あ
り
方
に
つ
い
て
明
治
以
降
の
十
四
名
の
先
師
先
哲
の
見
解
が
、
庵
谷
先
生
の
手
に
よ
っ
て
纏
ま
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
の
表

で
見
ま
す
と

・

の
内
容
が
主
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
、

が
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
十
四
名
の

方
々
は
千
差
万
別
で
お
互
い
に
論
争
を
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
望
月
歓
厚
先
生
と
室
住
一
妙
先
生
の
論
争
が
あ
っ
た
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
だ
け
で
す
。
こ
れ
か
ら
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
論
争
が
あ
れ
ば
、
当
然
私
の
表
に
お
け

る

の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
論
争
が
行
わ
れ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
一
定
の
方
法
論
と
い
う
も
の
が
確
立
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

「
教
学
と
は
何
か
」
と
い
う
こ
と
で
、
重
複
す
る
よ
う
な
感
じ
も
あ
り
ま
す
が
先
ほ
ど
い
い
ま
し
た
よ
う
に
、
教
学
と
は
「
経
・
論
・

釈
」
の
解
釈
、
仏
教
的
な
規
範
を
抽
出
す
る
作
業
で
あ
る
と
私
は
考
え
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
過
去
に
お
け
る
規
範
を
抽
出

す
る
作
業
で
は
な
い
、
現
在
に
お
け
る
規
範
内
容
を
抽
出
す
る
作
業
、
即
ち

の
と
こ
ろ
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
規
範
内
容
は
仏
教
徒
に
、

あ
る
い
は
日
蓮
宗
徒
に
与
え
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
い
う
仏
教
徒
・
日
蓮
宗
徒
と
い
う
の
は
、
平
成
十
四
年
に
お
け

る
仏
教
徒
で
あ
る
。
平
成
十
四
年
に
お
け
る
日
蓮
宗
の
宗
徒
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
与
え
ら
れ
る
宗
教
的
・
仏
教
的
規

範
も
、
平
成
十
四
年
に
お
け
る
規
範
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
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茂
田
井
教
亨
先
生
は
『
開
目
抄
講
讃
（
上
）』
の
な
か
で
、「
十
三
世
紀
の
頃
と
現
在
と
で
は
、
歴
史
的
な
状
況
も
社
会
的
な
状
況
も
違

い
ま
す
か
ら
、
必
ず
し
も
大
聖
人
当
時
の
ま
ま
今
日
そ
れ
を
真
似
れ
ば
良
い
と
い
う
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
そ
の
時
代
、
そ

の
歴
史
の
中
に
聖
人
は
生
き
ら
れ
た
。
そ
の
態
度
、
歴
史
を
見
ら
れ
た
そ
の
見
方
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
生
き
た
法
華
経
の
面
を

も
っ
て
、
歴
史
を
見
る
、
社
会
を
見
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
す
。」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
私
で
い
う
表
で

の
と

こ
ろ
に
標
準
を
置
い
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
日
蓮
聖
人
が
お
説
き
に
な
っ
た
ご
遺
文
は
、
十
三
世

紀
の
も
の
で
す
。
十
三
世
紀
の
規
範
で
あ
り
す
。
こ
れ
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
い
た
だ
く
と
し
て
も
、
そ
れ
を
平
成
十
四
年
の
今
の
規
範

に
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
茂
田
井
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
我
田
引
水
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
仏
教
的
な
規
範
を
抽
出
す
る
作
業
は
何
の
た
め
に
や
る
の
か
と

い
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
お
釈
迦
様
の
教
え
で
あ
る
、
四
苦
八
苦
、
生
老
病
死
の
苦
し
み
を
除
去
す
る
、
抜
苦
与
楽
す
る
、
そ
の
た
め
に
、

仏
教
的
規
範
を
仏
教
徒
に
指
し
示
す
作
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
っ
た
目
的
を
持
つ
、
四
苦
八
苦
を
除
去
す

る
、
抜
苦
与
楽
と
い
う
目
的
を
持
っ
た
解
釈
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
実
践
的
な
行
為
で
あ
る
。
事
実
の
認
識
と
は
異
な
る
わ
け
で

す
。な

ぜ
教
学
者
の
先
生
方
が
、
私
の
表
に
あ
る

・

に
関
心
が
い
く
か
と
い
い
ま
す
と
、

・

は
事
実
の
認
識
作
業
な
の
で
あ
り
ま

す
。
過
去
の
歴
史
的
な
事
実
、
過
去
の
教
学
者
で
あ
る
優
陀
那
院
日
輝
上
人
の
教
学
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
、
認
識
作
業
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
答
え
が
一
つ
し
か
な
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
実
践
と
な
り
ま
す
と
方
法
論
に
な
り
ま
す
。
暴
力
を
振
る
う
子
供
に

困
っ
て
い
る
母
親
を
、
ど
う
や
っ
て
救
っ
て
あ
げ
る
の
か
と
い
う
実
践
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
日
蓮
聖
人
は
こ
う
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
あ

あ
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
お
釈
迦
様
は
こ
う
で
す
よ
、
と
い
う
だ
け
で
は
、
暴
力
を
振
る
わ
れ
て
い
る
お
母
さ
ん
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
わ

か
ら
な
い
。
こ
う
し
な
さ
い
、
あ
あ
し
な
さ
い
と
い
う
実
践
的
な
こ
と
を
提
示
し
て
あ
げ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
味
で
、
教
学
は

実
践
で
あ
る
。
こ
の
実
践
は
、
学
問
と
し
て
な
か
な
か
成
り
立
ち
に
く
い
分
野
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
実
践
の
分
野
も
、
科
学
と
し
て
成
り
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立
ち
得
る
と
い
う
見
解
も
あ
り
ま
す
。
マ
ル
ク
ス
の
見
解
が
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
だ
い
た
い
現
在
の
社
会
科
学
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
方
法

論
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
認
識
は
一
つ
に
限
ら
れ
る
か
ら
科
学
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
価
値
観
は
科
学
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
が
行
き

渡
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
科
学
で
な
い
こ
と
を
や
り
た
く
な
い
ん
で
す
ね
、
大
学
の
先
生
方
は
。
だ
か
ら
、
私
の
表
で
い
う
、

・

と
い

う
作
業
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
自
体
が
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
は

の
作
業
も
や
っ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
う
わ
け
で
す
。
で
は
、
実
践
で
あ
る
か
ら
ま
っ
た
く
科
学
性
は
な
い
の
か
、
と
い
う
と
私
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

は
後
ほ
ど
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今
ま
で
申
し
上
げ
ま
し
た
こ
と
は
、
導
入
の
部
分
で
す
。
導
入
が
え
ら
い
長
い
わ
け
で
す
が
、

十
頁
の
下
か
ら
ま
と
め
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
に
、「
教
義
の
解
釈
と
い
う
の
は
、
客
観
的
に
正
し
い
一
つ
の
も
の
し
か
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
」。
と
書
き
ま
し
た
。
私
の
表

で
い
う
、

・

・

と
い
う
の
は
認
識
の
分
野
に
属
し
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
一
つ
し
か
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

し
か
し

と
い
う
の
は
一
つ
で
は
な
い
。
こ
れ
は
価
値
観
の
実
践
で
す
か
ら
、
目
的
を
達
成
す
る
に
は
複
数
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
複
数
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
釈
尊
の
価
値
観
の
範
囲
の
も
の
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
あ
る
い
は
、
我
々
日
蓮
宗
徒
は
法
華
経
の

価
値
観
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
唯
物
論
者
の
い
っ
て
る
こ
と
も
、
仏
教
的
規
範
と
一
致
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の

限
り
に
お
い
て
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
致
し
な
け
れ
ば
肯
定
で
き
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、
念
仏
・
禅
・
真
言
・
律
と
い
っ
た
他
宗

の
僧
侶
の
い
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
お
釈
迦
様
の
教
え
に
随
う
と
い
う
意
味
で
は
一
致
で
き
る
。
そ
し
て
、
我
々
は
日
蓮
宗
の
宗
徒

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
法
華
経
の
価
値
観
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
表
の

の
と
こ
ろ
で
矛
盾
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は

共
に
手
を
携
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

の
と
こ
ろ
の
現
在
の
「
経
・
論
・
釈
」
の
解
釈
は
、

大
学
の
先
生
達
に
よ
っ
て
十
分
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
の
で
、
私
た
ち
教
師
が
自
分
で
考
え
る
、
こ
う
な
の
で
は
な
い
か

と
布
教
師
が
自
分
で
解
釈
し
て
お
説
教
を
し
て
い
る
、
教
誨
師
が
自
分
で
解
釈
し
て
刑
務
所
で
教
誨
を
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
実
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
現
在
、
本
宗
を
問
わ
ず
既
成
教
団
の
教
師
と
い
う
の
は
、
同
時
に
教
学
者
で
な
け
れ
ば
や
っ
て
い
け
な
い
。
し
か
し
、
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こ
の
教
学
の
方
法
論
と
い
う
の
は
確
立
さ
れ
て
い
な
く
て
、
皆
さ
ん
が
思
い
思
い
に
や
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
思
い
思
い
に
や
ら
ざ
る

を
得
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
き
ち
ん
と
や
ら
な
い
お
ま
え
が
悪
い
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
や
は
り
五
千
ヶ
寺
あ
っ

て
住
職
・
担
任
・
教
導
が
五
千
人
い
る
。
教
師
が
そ
の
二
倍
か
三
倍
近
く
い
る
と
い
う
教
団
で
は
、
全
員
勝
手
勝
手
、
思
い
思
い
に
や
り

な
さ
い
よ
と
い
う
の
で
は
、
能
率
が
悪
く
て
し
よ
う
が
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
私
の
表
で
い
う

の
方
法
論
を
確
立
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

わ
け
で
す
。

「
経
・
論
・
釈
」
の
現
在
の
意
味
内
容
を
抽
出
す
る
、
私
の
表
で
い
う

の
と
こ
ろ
の
作
業
で
は
、
二
つ
に
分
か
れ
ま
す
。
一
つ
は
、

規
範
内
容
の
確
定
作
業
。
こ
れ
は
お
釈
迦
様
を
は
じ
め
、
日
蓮
聖
人
・
先
師
先
哲
の
方
々
が
頭
の
中
に
入
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
、
平
成

十
四
年
の
現
在
、
今
に
な
っ
た
ら
、
ど
う
い
う
よ
う
に
そ
の
規
範
内
容
が
変
容
す
る
の
か
、
変
容
し
た
規
範
を
確
定
す
る
作
業
で
ご
ざ
い

ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
規
範
の
創
造
で
、
お
釈
迦
様
が
考
え
つ
か
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
、
日
蓮
聖
人
が
考
え
つ
か
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
問

題
が
あ
り
得
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
と
失
礼
じ
ゃ
な
い
か
、
日
蓮
聖
人
に
非
礼
で
あ
る
と
お
叱
り
を
受
け
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
現
実
に
こ
う
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
は
確
か
な
ん
で
す
ね
。

例
え
ば
脳
死
の
問
題
。
こ
れ
は
人
工
呼
吸
器
が
発
明
さ
れ
た
か
ら
起
き
た
現
象
な
ん
で
す
。
人
工
呼
吸
器
が
発
明
さ
れ
た
も
の
で
す
か

ら
、
脳
幹
の
機
能
が
働
か
な
く
な
っ
て
も
心
臓
が
動
く
。
瞳
孔
は
開
か
な
い
。
強
制
的
に
酸
素
を
送
り
込
む
の
で
呼
吸
は
す
る
。
日
蓮
聖

人
の
頃
に
人
工
呼
吸
器
は
な
い
で
す
ね
。
お
釈
迦
様
の
時
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
大
蔵
経
を
全
部
調
べ
た
わ
け
で
も
、
日
蓮
聖
人
の
ご
遺
文

を
全
部
読
ん
だ
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
脳
死
に
つ
い
て
お
釈
迦
様
や
日
蓮
聖
人
が
発
言
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
だ

と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
お
釈
迦
様
の
立
場
、
日
蓮
聖
人
の
立
場
に
た
っ
て
、
脳
死
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
の
か
に
つ
い
て
結
論
を
出
さ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
様
や
日
蓮
聖
人
の
こ
ろ
に
脳
死
は
な
い
、
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
と
は
関
係
あ
り
ま
せ

ん
、
と
言
っ
て
放
っ
て
お
け
る
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
解
決
す
る
こ
と
こ
そ
規
範
の
創
造
作
業
だ
と
、
私
は
い
っ
て
い
る
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
。
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ま
ず
、
規
範
の
確
定
作
業
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
。
規
範
内
容
の
確
定
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
こ
れ
は
、「
経
・
論
・
釈
」
と
い
う
過

去
に
お
け
る
教
え
、
そ
れ
を
文
理
解
釈
し
た
り
、
類
推
解
釈
を
し
た
り
、
拡
張
解
釈
し
た
り
し
て
理
解
す
る
、
そ
う
い
う
簡
単
な
も
の
で

は
な
い
。
規
範
の
確
定
作
業
と
は
、
現
在
の
社
会
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
現
在
的
な
規
制
を
加
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
例

え
ば
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
不
飲
酒
戒
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
酒
を
飲
む
、
こ
の
不
飲
酒
戒
の
規
範
内
容
は
ど
の
よ
う
に
確
定

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
。
不
飲
酒
戒
と
い
う
規
範
が
お
釈
迦
様
の
時
に
説
か
れ
た
、
生
老
病
死
の
苦
し
み
を
取
り
除
く
た
め
に
不
飲
酒
戒

が
説
か
れ
た
の
は
事
実
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
お
酒
を
飲
む
人
が
結
局
は
苦
し
む
結
果
に
な
っ
た
り
、
周
り
の
人
が
苦
し
む
結
果
に
な
る

と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
研
究
す
る
の
が
、
私
の
表
で
い

い
ま
す

の
作
業
で
す
。
そ
し
て
、
お
釈
迦
様
が
不
飲
酒
戒
を
説
か
れ
た
。
そ
の
当
時
の
規
範
内
容
を
確
定
す
る
作
業
、
こ
れ
は

の
と

こ
ろ
に
属
し
ま
す
。

日
蓮
聖
人
は
、
お
酒
を
飲
ま
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
時
代
か
ら
二
千
二
百
年
以
上
た
っ
て
、
日
蓮
聖
人
在
世
の
十
三

世
紀
の
規
範
と
し
て
、
あ
の
程
度
の
お
酒
を
飲
む
こ
と
は
不
飲
酒
戒
に
反
し
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
私
は
想
像
し
ま
す
。
い

や
、
自
分
は
無
戒
だ
か
ら
何
を
し
た
っ
て
い
い
ん
だ
よ
と
。
日
蓮
聖
人
は
無
戒
だ
か
ら
何
を
し
て
も
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
仮
り

に
無
戒
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
仏
教
的
な
一
定
の
規
範
を
守
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
上
で
こ
の
く
ら
い
の
お

酒
な
ら
飲
ん
で
も
許
さ
れ
る
と
思
っ
て
飲
ま
れ
た
。
で
は
そ
れ
で
は
現
在
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
、
問
題
は

に
な
る
わ
け
で
す
。
そ

の
為
に
は

の
社
会
学
の
分
野
で
お
酒
を
飲
む
と
い
う
こ
と
の
社
会
的
な
状
況
、
心
理
学
的
な
状
況
、
そ
う
い
う
こ
と
が

の
分
野
で
明

ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
結
局
、
お
釈
迦
様
や
日
蓮
聖
人
の
こ
ろ
の

の
分
野
で
お
酒
を
飲
む
と
い
う
事
実
の
研
究
。
そ
し

て
不
飲
酒
戒
が
説
か
れ
た
戒
律
の
研
究
。
そ
し
て
現
在
も
酒
を
飲
む
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
、
社
会
的
な
事
実
に
関
す
る
研
究
。
そ
う

い
っ
た
こ
と
を
総
合
し
た
上
で
、
現
在
の
不
飲
酒
戒
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
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次
に
摂
折
論
を
例
に
と
っ
て
申
し
上
げ
ま
す
。
い
ず
れ
の
摂
折
観
を
選
択
す
る
に
し
て
も
そ
れ
は
、
お
釈
迦
様
の
説
か
れ
た
生
・
老
・

病
・
死
の
苦
し
み
か
ら
一
切
衆
生
を
救
う
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
重
要
な
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。
摂
受
を
用
い
る
、

折
伏
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
い
っ
て
み
れ
ば
手
段
で
す
。
私
ど
も
は
仏
教
徒
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
お
釈
迦
様
の
教
え
で
あ
る
生
・

老
・
病
・
死
の
苦
し
み
か
ら
一
切
衆
生
を
救
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
こ
れ
が
最
終
の
目
的
で
あ
っ
て
、
摂
受
や
折
伏
が
目
的
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
摂
折
観
が
説
か
れ
て
い
る
勝
鬘
経
や
涅
槃
経
が
説
か
れ

た
時
代
状
況
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
は
私
の
表
で
い
う

の
と
こ
ろ
の
作
業
に
な
り
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
摂
受
折

伏
そ
の
も
の
の
意
味
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
の
い
っ
て
い
る
折
伏
と
は
何
か
、
摂
受
と
は
何

か
、
そ
し
て
勝
鬘
経
や
涅
槃
経
の
説
か
れ
て
い
る
摂
受
折
伏
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
、
私
の
表
で
い
う

の
作
業
で

す
。
涅
槃
経
に
は
、
法
を
破
る
も
の
を
見
て
放
っ
て
お
く
こ
と
、
呵
責
し
駈
遣
し
挙
処
し
な
い
者
は
、
仏
法
の
中
の
怨
で
あ
る
。
能
く
呵

責
し
、
駈
遣
し
、
挙
処
す
る
者
、
呵
り
つ
け
、
追
い
か
け
、
悪
い
者
を
い
ち
い
ち
挙
げ
る
、
放
っ
て
お
か
な
い
で
い
ち
い
ち
告
発
す
る
、

こ
の
よ
う
に
茂
田
井
先
生
は
訳
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
法
を
破
る
者
と
い
う
の
は
、
涅
槃
経
が
説
か
れ
た
当
時
に
お
い
て
、
ど
う
い
う

人
達
の
こ
と
を
い
う
の
か
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
は

の
作
業
で
す
。
そ
の
上
で
、
平
成
十
四
年
に
お
け
る
法
を
破

る
人
達
は
、
ど
う
い
う
人
達
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
私
の
い
う

の
作
業
で
す
。
開
目
抄
の
中
に
「
無

知
悪
人
の
国
土
に
充
満
の
時
は
摂
受
を
前
と
す
。
安
楽
行
品
の
ご
と
し
。
邪
知
謗
法
の
者
の
多
き
時
は
折
伏
を
前
と
す
。（
常
不
軽
品
の

ご
と
し
）」
と
「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
と
い
う
文
が
、
あ
る
の
か
無
い
の
か
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
日
蓮
聖
人
の
頃
の
邪
知
謗

法
の
者
と
は
ど
う
い
う
人
の
こ
と
を
い
う
の
か
。
現
在
平
成
十
四
年
に
お
け
る
、
邪
知
謗
法
の
人
と
は
ど
う
い
う
人
を
い
う
の
か
。
日
蓮

聖
人
の
頃
の
、
悪
人
が
国
土
に
充
満
す
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
い
う
の
か
。
平
成
十
四
年
の
無
知
悪
人
が
国
土
に
充
満
す
る
と

は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
こ
れ
ら
は

の
作
業
で
ご
ざ
い
ま

す
。
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と
こ
ろ
が
現
在
に
お
け
る
摂
折
論
は
、
東
京
西
部
教
化
セ
ン
タ
ー
の
「
教
化
情
報
」
に
ず
い
ぶ
ん
詳
し
く
論
争
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が

載
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

の
ど
こ
に
お
け
る
論
争
な
の
か
、
か
み
合
っ
て
い
な
い
で
す
ね
。
私
の
見
る
と
こ
ろ
小
野
文

先

生
は

の
と
こ
ろ
で
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
庵
谷
先
生
と
か
、
日
蓮
聖
人
の
本
懐
は
摂
受
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
今
成
先
生
は

の
と

こ
ろ
で
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
る
。
今
成
先
生
と
庵
谷
先
生
は
、
あ
る
程
度
か
み
合
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
小
野
文

先
生

に
な
る
と
か
み
合
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は

の
と
こ
ろ
で
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
人
が
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
言
う
。
こ
れ
ら
を

投
書
を
含
め
て
澁
澤
先
生
が
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
を
拝
見
し
て
も
な
か
な
か
か
み
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
規
範
内
容
の
確
定
の
手
順
に
移
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
の
表
で
い
う

の
と
こ
ろ
で
す
。

で
い
う
と
こ
ろ
の
研
究
・
作
業
の

成
果
を
十
分
踏
ま
え
た
上
で
、

の
結
論
を
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
恐
ら
く
お
酒
を
飲
む
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
程
々
に
飲

め
ば
不
飲
酒
戒
に
は
反
し
な
い
だ
ろ
う
と
、
こ
れ
は
私
の
想
像
で
あ
り
ま
す
。
平
成
十
四
年
の
現
在
に
お
け
る
不
飲
酒
戒
と
は
、
一
滴
も

飲
ん
で
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
本
当
は
、
き
ち
ん
と
し
た

・

・

の
作
業
を
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
。
酒
を
程
々

に
飲
め
、
な
ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
に
、
七
面
倒
臭
い
作
業
を
や
っ
て
い
る
時
間
は
な
い
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ

の
通
り
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た

の
作
業
を
す
る
に
は
、

の
作
業
、
研
究
成
果
の
蓄
積
に
よ
っ
て
結
論
を
出
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
た
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

摂
折
論
に
つ
い
て
も
そ
う
で
す
。
摂
折
論
に
つ
い
て
私
は
特
に
関
心
が
あ
り
ま
す
が
、
折
伏
の
意
味
内
容
に
も
よ
る
ん
で
す
が
、
折
伏

第
一
主
義
を
採
用
し
て
四
箇
格
言
を
厳
格
に
守
る
と
い
う
こ
と
が
、
本
当
に
平
成
十
四
年
の
現
在
に
お
け
る
お
釈
迦
様
や
日
蓮
聖
人
か
ら

与
え
ら
れ
た
規
範
で
あ
る
の
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
日
蓮
宗
の
僧
侶
の
大
半
は
謗
法
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
仏
教
会

に
い
っ
て
他
宗
の
坊
さ
ん
と
席
を
同
じ
く
す
る
。
自
分
の
檀
家
の
葬
式
に
行
け
ば
、
田
舎
の
方
で
は
他
宗
の
坊
さ
ん
が
来
て
い
ま
す
。
お

嫁
さ
ん
が
実
家
に
連
絡
す
る
と
、
実
家
が
自
分
の
旦
那
寺
の
お
坊
さ
ん
を
派
遣
し
ま
す
。
日
蓮
宗
の
お
坊
さ
ん
は
、
そ
れ
を
断
っ
て
い
る

で
し
ょ
う
か
。
檀
家
の
親
戚
の
お
寺
の
ご
葬
儀
に
、
檀
家
か
ら
頼
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
こ
は
浄
土
宗
の
お
葬
式
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
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う
い
う
時
に
、
席
を
立
っ
て
帰
る
の
で
し
ょ
う
か
。
金
子
日
威
猊
下
は
全
日
本
仏
教
会
の
会
長
で
あ
ら
れ
た
。
約
六
十
宗
派
を
擁
し
て
い

る
。
金
子
猊
下
は
謗
法
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
謗
法
で
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
は
な
か
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
結
論
は
、

・

・

の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
出
す
べ
き

の

規
範
内
容
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
教
学
の
先
生
に
示
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
こ
と
は
教
学
者
の
仕
事
で

は
な
い
、
教
師
が
自
分
で
や
れ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て
は
、
私
は
い
け
な
い
と
思
う
。

次
に
、
規
範
内
容
の
創
造
に
つ
い
て
で
ご
ざ
い
ま
す
。
現
代
の
社
会
は
、
お
釈
迦
様
の
あ
る
い
は
日
蓮
聖
人
の
時
代
に
比
べ
て
も
の
凄

く
複
雑
に
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
お
釈
迦
様
や
日
蓮
聖
人
が
考
え
て
も
お
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
次
々
と
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
即

ち
「
経
・
論
・
釈
」
の
規
範
が
で
す
ね
、
欠
缺
し
て
い
る
。
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
。
い
い
例
が
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
脳

死
や
臓
器
移
植
が
認
め
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
前
に
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
人
工
呼
吸
器
が
発
明
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
現
象
で
あ
り
ま
す
。「
経
・
論
・
釈
」
や
日
蓮
聖
人
の
遺
文
の
中
に
は
書
い
て
い
な
い
、
そ
の
こ
と
を
浅

井
円
道
先
生
は
『
日
蓮
聖
人
の
教
学
の
探
究
』
と
い
う
本
の
「
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
生
死
の
問
題
」
と
い
う
論
文
で
は
っ
き
り
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
書
い
て
な
い
か
ら
知
り
ま
せ
ん
よ
と
い
う
わ
け
に
は
い
け
ま
せ
ん
。
一
生
懸
命

勉
強
し
ま
す
。
脳
死
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
状
態
の
こ
と
を
い
う
の
か
、
あ
る
い
は
腎
臓
移
植
の
場
合
ど
う
い
う
手
順
で
さ
れ
る
の

か
、
私
の
表
で
い
う

の
作
業
で
す
。
こ
れ
を
や
ら
な
く
て
い
け
な
い
。
そ
し
て
、
認
め
る
か
、
認
め
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
決
め
る
わ

け
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
決
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

の
研
究
成
果
を
も
と
に
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
研
究
成
果
か
ら
ま
っ
た
く
離

れ
た
よ
う
な

の
結
論
は
、
法
律
家
や
医
師
の
結
論
で
す
。
あ
る
い
は
評
論
家
と
し
て
の
、
哲
学
者
と
し
て
の
結
論
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
私

ど
も
は
、
仏
教
徒
で
あ
り
ま
す
。
日
蓮
宗
徒
で
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
の
規
範
や
日
蓮
聖
人
の
示
さ
れ
た
規
範
と
無
関
係
に
、
脳
死
が
認

め
ら
れ
る
と
か
認
め
ら
れ
な
い
と
か
、
臓
器
移
植
が
認
め
ら
れ
る
と
か
認
め
ら
れ
な
い
と
い
っ
た
結
論
を
出
す
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

現
在
に
お
け
る
脳
死
、
臓
器
移
植
の
事
実
に
関
す
る
研
究
、
ド
ナ
ー
、
レ
シ
ピ
エ
ン
ト
の
利
益
と
か
、
お
医
者
さ
ん
、
厚
生
労
働
省
の
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立
場
と
か
を
十
分
に
検
討
し
た
上
で
、
私
ど
も
は
そ
れ
ら
の
多
く
の
関
係
者
の
利
益
の
、
ど
の
利
益
を
排
除
し
、
ど
の
利
益
を
優
先
さ
せ

る
か
と
い
っ
た
決
断
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
決
断
は
何
に
よ
る
の
か
と
い
う
と
、

に
お
け
る
研
究
成
果
で
あ
り
ま
す
。
お

釈
迦
様
の
規
範
、
日
蓮
聖
人
の
規
範
を
基
に
し
て
、
利
益
の
選
択
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
が
規
範
内
容
を
創
造
す
る
手
順
で

す
。
創
造
さ
れ
た
規
範
内
容
と
い
う
の
は
、
お
釈
迦
様
の
価
値
観
、
日
蓮
聖
人
の
価
値
観
が
、
具
体
的
な
平
成
十
四
年
の
社
会
関
係
に
即

し
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
お
釈
迦
様
、
日
蓮
聖
人
の
価
値
観
、

が
十
分
活
か
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の

の
と

こ
ろ
で
研
究
し
た
、
そ
の
成
果
を
基
に
し
て
、

の
結
論
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
同
時
に
、
お
釈
迦
様
や
日
蓮
聖
人
の
示
さ
れ

た
規
範
を
平
成
十
四
年
に
生
か
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の

の
成
果
と
均
整
を
保
つ
も
の
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
お

釈
迦
様
、
日
蓮
聖
人
の
考
え
方
を
全
く
無
視
し
て
、
即
ち
日
蓮
聖
人
が
使
わ
れ
た
言
葉
、
お
釈
迦
様
が
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
と
い
う
も
の

を
全
く
無
視
し
て

の
結
論
を
出
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
教
義
の
持
つ
言
葉
的
技
術
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
言
葉
的
技
術
と
い

う
と
教
学
の
中
で
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
社
会
科
学
で
は
い
つ
も
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
よ

う
す
る
に
、
言
葉
で
も
っ
て
、
言
葉
を
技
術
と
し
て
、
鉋
や
鑿
や
金
づ
ち
の
よ
う
に
言
葉
を
道
具
と
し
て
、

の
研
究
成
果
が
で

て
く
る
わ
け
で
す
。
言
葉
な
し
に

の
作
業
を
し
よ
う
と
し
た
っ
て
、
そ
れ
は
無
理
な
話
で
す
。

で
行
わ
れ
た
研
究
成
果
の
言

葉
を
用
い
て
、

の
説
明
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

解
釈
は
実
践
で
あ
る
、
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
で
は
、
科
学
的
で
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。
限
ら
れ

た
範
囲
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
科
学
性
を
備
え
る
。
第
一
に
、「
経
・
論
・
釈
」
の
規
範
内
容
の
現
在
的
確
定
と
い
う
の
は
、
過
去
の
規
範

内
容
の
確
定
作
業
と
同
じ
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
経
論
釈
の
現
在
の
規
範
内
容
を
認
識
す
る
作
業
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
歴
史
学
や
社
会
学

が
科
学
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
科
学
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
歴
史
学
や
社
会
学
は
、

事
実
の
認
識
に
止
ま
ら
ず
価
値
観
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
事
実
の
認
識
自
体
が
価
値
観
を
含
む
、
と
い
う
見
解
も
あ

り
ま
す
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
歴
史
学
や
社
会
学
は
科
学
性
を
も
つ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
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第
二
に
、
価
値
を
創
造
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
現
在
に
お
け
る
具
体
的
な
社
会
関
係
を
定
型
的
に
認
識
す
る
こ
と
に
、
即
ち

の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
経
験
的
に
裏
打
ち
さ
れ
た

に
お
け
る
規
範
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
科
学
的
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
解
釈
の
争
い
は
認
識
の
正
否
の
問
題
に
転
化
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

に
お
け
る
認
識
が
間
違
っ
て

い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、

の
決
断
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
科
学
的
と
い
え
る
。
し
か

し
、
認
識
の
正
否
で
処
理
で
き
な
い
部
分
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
麻
原
さ
ん
と
か
、
法
の
華
三
法
行
、
あ
る
い
は

霊
視
商
法
の
本
覚
寺
と
い
っ
た
よ
う
な
人
達
に
対
し
て
は
、
事
実
の
認
識
の
争
い
で
正
否
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
い
う
人
達

に
対
し
て
は
、
こ
う
い
う
人
達
だ
か
ら
こ
そ
、
折
伏
で
対
処
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
一
方
、
認
識
の
正
否
の
問
題

と
な
る
部
類
の
人
達
に
つ
い
て
は
、
摂
受
で
対
処
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
時
間
が
せ
ま
り
ま
し
た
の

で
、
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
一
つ
の
た
た
き
台
で
あ
り
ま
す
の
で
、
解
釈
の
方
法
論
の
確
立
に
つ
い
て
、
な
お
努
力
を

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
本
大
会
に
お
け
る
他
の
十
名
の
発
表
は
、
別
冊
の
『
教
化
学
論
集
３
』
と
し
て
ま
と
め
た
。）


