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研
究
ノ
ー
ト

仏
教
と
国
家
の
関
わ
り

藤
　
﨑
　
善
　
隆

は
じ
め
に

　
わ
が
国
は
「
厳
密
な
」
意
味
で
の
政
教
分
離
国
家
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
信
教
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
、
政
治
と
宗
教
が

相
互
に
介
入
し
合
う
こ
と
を
禁
止
」（
広
辞
苑
）
さ
れ
た
国
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
第
二
十
条
に
よ
れ
ば
「
信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対

し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
あ

り
更
に
「
国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
る
。
ま
た
第
八
十
九
条
で

は
「
公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
宜
若
し
く
は
維
持
の
た
め
、
…
…
こ
れ
を
支
出
し
、
又

は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
実
際
、「
集
団
的
自
衛
権
」
に
つ
い
て
の
憲
法
解
釈
の
問
題
に
お
い
て
、
創
価
学
会
広
報
室
が
「
本
来
、
憲
法
改
正
手
続
き
を
経
る
べ

き
だ
」
と
の
見
解１

を
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
石
破
茂
自
民
党
幹
事
長
（
当
時
）
が
「
公
明
党
の
判
断
に
主
体
性
が
な
く
な
り
、
支
持

母
体
の
（
創
価
学
会
の
）
言
う
ま
ま
と
い
う
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
（
五
月
十
八
日
付
産
経
新
聞
）、
更
に
は
野
中
広
務
元
官
房

長
官
が
「
政
教
分
離
と
言
い
な
が
ら
、
特
に
憲
法
に
つ
い
て
発
言
し
た
の
は
非
常
に
問
題
だ
」
と
批
判
す
る
（
五
月
二
十
四
日
付
産
経
新
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聞
）
な
ど
、
宗
教
団
体
に
よ
る
政
治
的
問
題
へ
の
「
見
解
」
で
さ
え
も
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
同
じ
民
主
国
家
で
あ
る
英
国
が
「
国
教
会
」
を
も
ち
、
定
め
ら
れ
た
国
教
が
あ
り
な
が
ら
同
時
に
信
仰
の
自
由
を
認
め
て
い
る

の
と
も
異
な
り
、
米
国
の
よ
う
に
「
国
家
と
宗
教
の
分
離
」
で
は
な
く
、「
国
家
と
教
会
が
分
離
」
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
大
統
領
が
就

任
時
に
神
に
宣
誓
す
る
如
く
、
キ
リ
ス
ト
教
的
伝
統
を
む
し
ろ
尊
重
し
て
い
る
の
と
も
異
な
る
。

　
一
方
わ
が
国
は
伝
統
的
に
「
仏
教
国
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
欽
明
天
皇
の
時
代
に
百
済
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
仏
教
が
、
わ
が
国
古
来
の

神
々
へ
の
信
仰
と
融
合
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
神
仏
習
合
」
と
い
う
か
た
ち
で
文
化
的
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
。
少
な
く
と

も
「
近
代
国
家
」
と
し
て
の
道
を
歩
み
始
め
た
明
治
維
新
以
前
は
そ
う
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
の
歴
史
の
中
で
、
仏
教
は
国
家
と
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
ち
、
仏
教
が
国
家
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
蓮
大
聖
人
が
『
立
正
安
国
論
』
を
著
さ
れ
、
当
時
の
鎌
倉
幕
府
へ
提
出
せ
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
仏
教
（
法
華
経
）
に
よ
っ
て
国
を
改

め
よ
う
と
さ
れ
た
試
み
で
あ
っ
た
が
、
現
代
の
「
政
教
分
離
」
さ
れ
た
日
本
に
於
い
て
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
如
何
な
る
方
法
を

考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
所
謂
『
正
史
』
な
ど
を
も
と
に
歴
史
の
流
れ
を
概
観
し
な
が
ら
、
現
代
の
日
本
に
生
き
る
僧
侶
と
し
て
、

こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
国
家
と
関
わ
る
べ
き
か
、
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
方
が
可
能
な
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
ず
は
第
一
部
と
し
て

鎌
倉
時
代
以
前
を
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。

１
．
仏
教
伝
来

　
わ
が
国
へ
の
仏
教
の
伝
来
（
公
伝
）
は
正
史
で
あ
る
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
欽
明
天
皇
十
三
年
（
五
五
二
年
・
壬
申
）
で
あ
り
、
他

に
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』『
元
興
寺
縁
起
』
に
記
述
の
あ
る
宣
化
天
皇
三
年
（
五
三
八
年
・
戊
午
）
説
な
ど
が
あ
る
（
も
っ
と
も
『
法

王
帝
説
』
で
は
欽
明
天
皇
の
戊
午
年
に
伝
来
と
あ
り
、
そ
の
治
世
に
戊
午
年
が
な
い
た
め
直
近
で
五
三
八
年
を
充
て
て
い
る
）。
い
ず
れ

に
し
て
も
六
世
紀
中
頃
に
百
済
の
聖
明
王
よ
り
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
「
公
伝
」
で
あ
り
、
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渡
来
人
な
ど
に
よ
る
私
的
な
崇
拝
な
ど
、
こ
の
と
き
に
全
く
初
め
て
伝
わ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
で
は
、「
公
伝
」
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
百
済
の
聖
明
王
に

よ
り
釈
迦
仏
金
銅
像
な
ど
と
共
に
経
論
が
献
ぜ
ら
れ
、
仏
教
へ
の
帰
依
を
勧
め
た
と
あ
る
。
結
果
崇
仏
派
の
蘇
我
氏
（
稲
目
）
と
、
反
対

派
の
物
部
氏
（
尾
輿
）
や
中
臣
氏
（
鎌
子
）
と
の
対
立
へ
発
展
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
際
蘇
我
稲
目
の
発
言
か
ら
仏
教
受
容
に
つ
い

て
の
当
時
の
意
味
合
い
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
発
言
は
「
西
蕃
諸
国
一
皆
礼
之
。
豊
秋
日
本
豈
独
背
也
」
と
い
う
も
の

で
「
西
蕃
諸
国
」
す
な
わ
ち
西
方
の
国
々
が
皆
礼
拝
す
る
も
の
を
、
日
本
だ
け
が
背
く
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
外
国

が
崇
拝
し
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
理
由
は
あ
ま
り
に
根
拠
が
乏
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
い
か
。

　
蘇
我
氏
は
渡
来
人
と
の
交
流
も
多
く
、
当
時
の
国
際
的
な
視
野
を
持
っ
て
い
た
氏
族
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
渡

来
人
た
ち
は
私
的
な
仏
教
崇
拝
を
す
で
に
行
っ
て
お
り
、
同
時
に
大
陸
の
先
進
文
化
・
技
術
の
担
い
手
で
も
あ
っ
た
。
当
時
の
わ
が
国
に

と
っ
て
国
の
発
展
に
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
一
方
朝
鮮
半
島
で
は
高
句
麗
・
新
羅
・
百
済
の
三
国
が
せ
め
ぎ
合
い
、

殊
に
わ
が
国
と
の
関
係
の
深
か
っ
た
百
済
か
ら
は
度
々
援
軍
の
要
請
を
受
け
て
い
た
。（
そ
の
後
白
村
江
の
戦
い
で
現
実
と
な
る
の
だ
が
）

百
済
が
滅
亡
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
直
接
の
侵
略
の
危
険
性
を
わ
が
国
が
被
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
危
機
を
間
近
に
し
て
い
る
状
況
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
先
進
文
化
で
も
あ
っ
た
仏
教
の
受
容
は
、
渡
来
人
た
ち
の
受
け
入
れ
に
も
つ
な
が
り
、
日
本
が
進
ん
だ
文
明
国

家
で
あ
る
こ
と
を
対
外
的
に
示
す
効
果
も
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
あ
る
な
ら
ば
稲
目
の
発
言
も
理
解
し
や
す
く
な
る
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
多
分
に
現
実
的
・
政
治
的
な
問
題
か
ら
仏
教
の
受
容
が
行
わ
れ
た
状
況
が
う
か
が
え
る
（
小
倉
P. 

71
）。
こ
う
し
た
状

況
下
で
、
仏
教
（
僧
）
の
側
か
ら
国
家
（
政
治
）
に
対
し
て
何
ら
か
の
影
響
力
を
行
使
し
よ
う
と
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
の
は
や
む
を

得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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２
．
聖
徳
太
子
の
『
十
七
条
憲
法
』
か
ら
天
皇
制
の
確
立
の
時
代
へ

　
そ
の
後
、
蘇
我
・
物
部
・
中
臣
氏
に
よ
る
崇
仏
・
廃
仏
問
題
は
最
終
的
に
崇
仏
派
で
あ
る
蘇
我
氏
の
勝
利
に
終
わ
り
、
蘇
我
氏
に
推
さ

れ
た
推
古
天
皇
の
即
位
と
聖
徳
太
子
の
登
場
で
仏
教
の
受
容
に
反
対
す
る
勢
力
は
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。

　
先
に
述
べ
た
と
お
り
「
政
治
的
」
な
意
図
の
下
で
の
仏
教
受
容
で
は
あ
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
全
て
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

「
詔
皇
太
子
及
大
臣
令
興
隆
三
寶
。
是
時
、
諸
臣
連
等
各
爲
君
親
之
恩
競
造
佛
舍
、
卽
是
謂
寺
焉
」（『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
二
年
）
と

あ
る
よ
う
に
、「
君
親
の
恩
の
為
に
」
三
宝
の
興
隆
が
詔
さ
れ
た
こ
と
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
天
皇
と
親
（
祖
先
）
へ
の
報
恩
の
為
」

に
受
容
さ
れ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
皇
室
や
貴
族
階
級
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
無
い
が
、

そ
の
こ
と
に
有
用
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
時
代
以
降
「
仏
教
と
国
家
と
の
関
わ
り
」
を
考
え
る
上
で
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
出
来
事
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
聖
徳

太
子
に
よ
る
『
十
七
条
憲
法
』
の
登
場
で
あ
る
。
こ
の
第
一
条
は
有
名
な
「
以
和
為
貴
」
に
始
ま
り
、
続
く
第
二
条
に
は
「
篤
敬
三

寶
。
々
々
者
佛
法
僧
也
。
則
四
生
之
終
歸
、
萬
國
之
極
宗
。
何
世
何
人
、
非
貴
是
法
。
人
鮮
尤
惡
。
能
敎
従
之
。
其
不
歸
三
寶
、
何
以
直

枉
」
と
あ
る
。
崇
仏
排
仏
の
血
で
血
を
洗
う
争
い
を
克
服
し
た
時
期
に
あ
っ
て
、
仏
教
的
な
（
儒
教
的
な
要
素
も
多
分
に
あ
る
が
）
価
値

観
を
以
て
国
の
役
人
を
統
制
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
『
十
七
条
憲
法
』
や
聖
徳
太
子
と
い
う
人
物
の
存
在
自
体
へ
の
疑
問

が
呈
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
養
老
四
年
（
七
二
〇
年
）
に
『
日
本
書
紀
』
が
完
成
し
た
時
点
で
こ
う
し
た

記
述
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
必
要
が
「
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
役
人
の
統
制
に
仏
教
的
価
値
観

が
有
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
当
時
の
朝
廷
が
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
六
世
紀
推
古
朝
か
ら

大
化
の
改
新
を
経
て
、
古
代
に
お
け
る
「
天
皇
制
」（「
大
王
」
か
ら
「
天
皇
」
へ
の
発
展
）
と
「
律
令
国
家
」
成
立
の
過
程
に
於
い
て
、

仏
教
が
国
家
の
中
に
於
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
言
え
る
。
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聖
徳
太
子
の
死
後
、
蘇
我
氏
の
専
横
を
嫌
っ
た
中
大
兄
皇
子
と
中
臣
鎌
足
が
主
導
し
て
起
き
た
と
さ
れ
る
「
大
化
の
改
新
」
は
、
そ
の

実
態
に
つ
い
て
も
、
聖
徳
太
子
の
記
述
同
様
に
諸
々
の
疑
問
が
呈
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
後
に
成
立
す
る
「
律
令
国
家
」
成
立
の

過
程
と
し
て
注
目
す
べ
き
出
来
事
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
に
発
せ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
『
改
新
の
詔
』
に
は
特
に
宗
教
政
策
に
触
れ
る

内
容
は
な
く
、
そ
の
時
代
の
実
質
的
な
最
高
権
力
者
で
あ
っ
た
中
大
兄
皇
子
（
天
智
天
皇
）
の
事
績
に
も
特
に
目
立
つ
宗
教
政
策
は
見
ら

れ
な
い
。
百
済
の
滅
亡
と
九
州
防
衛
な
ど
よ
り
重
要
な
案
件
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

　
天
智
天
皇
崩
御
の
後
、
壬
申
の
乱
を
経
て
即
位
し
た
天
武
天
皇
の
代
に
な
る
と
宗
教
政
策
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

天
武
天
皇
は
謀
反
の
疑
い
を
避
け
る
た
め
に
吉
野
へ
「
出
家
」
し
た
よ
う
に
、
少
な
か
ら
ず
仏
教
に
対
す
る
理
解
を
持
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
天
武
天
皇
二
年
に
は
「
聚
書
生
、
始
寫
一
切
經
於
川
原
寺
」
と
あ
り
、
更
に
五
年
「
遣
使
於
四
方
國
、
說
金
光
明
經
・
仁
王

經
」、
九
年
に
「
始
說
金
光
明
經
于
宮
中
及
諸
寺
」
と
『
日
本
書
紀
』
に
は
記
さ
れ
る
。
特
に
『
金
光
明
経
』
は
「
王
於
此
世
中

　
必
招

於
現
報

　
由
於
善
惡
業

　
行
捨
勸
衆
生

　
爲
示
善
惡
報

　
故
得
作
人
王

　
諸
天
共
護
持
」
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
所
謂
「
護
国
経
典
」
と
し

て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
天
皇
が
鎮
護
国
家
思
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
更
に
天
武
天
皇
九
年
に
は
病
に
倒
れ
た
皇

后
（
後
の
持
統
天
皇
）
の
病
気
平
癒
を
祈
願
し
て
薬
師
寺
を
建
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
仏
教
に
頼
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
て
取
れ
る
。

加
え
て
十
四
年
に
「
諸
國
毎
家
作
佛
舍
、
乃
置
佛
像
及
經
、
以
禮
拜
供
養
」
と
詔
し
て
い
る
こ
と
は
、
仏
教
を
弘
め
よ
う
と
し
た
こ
と
ま

で
が
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
八
年
に
「
商
量
諸
有
食
封
寺
所
由
、
而
可
加
々
之
、
可
除
々
之
。
是
日
、
定
諸
寺
名
也
」
と
詔

し
て
い
る
よ
う
に
、
諸
寺
の
収
入
を
国
家
が
管
理
し
そ
の
名
を
国
家
の
下
に
定
め
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
統
制
下
に
置
こ
う
と
し
た
こ
と
も

見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
る
。

　
一
方
で
天
武
天
皇
は
、
古
来
か
ら
の
神
々
へ
の
信
仰
も
重
視
し
て
い
る
。
天
武
天
皇
二
年
に
は
娘
の
大
來
皇
女
を
斎
王
と
し
て
送
り
、

伊
勢
神
宮
を
特
別
に
重
視
し
た
（
式
年
遷
宮
も
天
武
天
皇
の
意
向
に
よ
り
始
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
）。「
お
ほ
き
み
は
か
み
に
し
ま
せ
ば
」

の
歌
に
詠
ま
れ
る
天
皇
は
、
天
照
大
神
と
天
皇
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
そ
の
権
威
を
高
揚
し
、
同
時
に
古
来
か
ら
の
神
々
を
そ
の
体
系
の
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下
に
統
合
し
て
い
っ
た
。

　
天
武
天
皇
は
「
ア
メ
と
ム
チ
」
と
ま
で
は
い
わ
な
い
が
、
巧
み
な
宗
教
政
策
を
と
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
資
料
が
乏
し
い
だ
け
か

も
し
れ
な
い
が
、
残
念
な
が
ら
仏
教
側
か
ら
国
家
に
対
し
、
影
響
力
を
行
使
し
よ
う
と
い
う
姿
は
こ
こ
で
も
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
こ
の
律
令
国
家
形
成
の
過
程
に
於
い
て
、
確
実
に
仏
教
の
影
響
力
が
増
し
て
き
て
い
る
の
は
事
実
と
い
え
よ
う
。

３
．
鎮
護
国
家
と
三
人
の
僧

　
都
が
平
城
京
に
遷
さ
れ
聖
武
天
皇
が
即
位
す
る
と
、
文
化
的
に
は
も
ち
ろ
ん
政
治
的
に
も
仏
教
が
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
時
代
が
訪
れ

る
。
父
で
あ
る
文
武
天
皇
は
七
才
の
時
に
崩
御
、
母
で
あ
る
藤
原
宮
子
は
心
身
の
障
害
を
も
ち
長
く
対
面
が
叶
わ
な
か
っ
た
。
こ
の
頃
は

藤
原
氏
と
長
屋
王
な
ど
の
皇
親
勢
力
の
争
い
が
激
し
く
な
る
不
安
定
な
時
代
で
あ
り
、
皇
太
子
と
し
た
第
一
皇
子
（
基
王
？
）
を
一
歳
に

満
た
ず
に
亡
く
し
、
長
屋
王
の
政
変
や
天
然
痘
の
流
行
に
よ
る
藤
原
四
兄
弟
の
死
去
に
よ
る
政
治
の
混
乱
は
、
自
ら
も
壮
健
で
な
か
っ
た

天
皇
を
仏
教
に
傾
倒
さ
せ
る
に
十
分
で
あ
っ
た
。
更
に
唐
か
ら
戻
っ
た
留
学
僧
玄
昉
が
母
藤
原
宮
子
と
対
面
し
彼
女
を
正
気
に
戻
し
た
こ

と
で
、
誕
生
以
来
の
母
子
対
面
が
叶
っ
た
こ
と
は
い
よ
い
よ
仏
教
の
力
を
信
ず
る
よ
う
に
せ
し
め
た
で
あ
ろ
う
。
天
平
十
三
年
に
は
国
分

寺
・
国
分
尼
寺
建
立
を
命
じ
、
仏
教
に
よ
る
国
家
鎮
護
を
目
指
す
こ
と
を
宣
言
し
た
。

　
更
に
天
平
十
五
年
に
は
大
仏
造
立
の
詔
を
発
す
る
。
こ
こ
で
「
夫
有
天
下
之
富
者
朕
也
。
有
天
下
之
勢
者
朕
也
。
以
此
富
勢
造
此
尊
像
。

事
也
易
成
、
心
也
難
至
。
但
恐
徒
有
労
人
、
無
能
感
聖
。
或
生
誹
謗
、
反
墮
罪
辜
。
是
故
、
預
知
識
者
。
懇
発
至
誠
。
各
招
介
福
。
宜
毎

日
三
拝
盧
舍
那
仏
。
自
当
存
念
各
造
盧
舍
那
仏
也
。
如
更
有
人
、
情
願
持
一
枝
草
一
把
土
助
造
像
者
。」
と
述
べ
、
特
定
の
権
力
者
で
は

な
く
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
協
力
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
許
し
、
万
民
を
「
知
識
」
と
し
た
造
立
を
志
し
た
。
こ
の
大
仏
造
立

に
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
の
が
行
基
で
あ
る
。
も
と
も
と
行
基
は
当
時
の
僧
尼
令
に
反
し
て
寺
の
外
で
の
社
会
事
業
な
ど
を
指
導
し
、
朝

廷
か
ら
す
る
と
排
除
す
べ
き
者
で
あ
っ
た
が
、
大
仏
造
立
に
あ
た
っ
て
は
大
い
な
る
協
力
者
と
な
っ
た
。
朝
廷
が
行
基
の
力
を
利
用
し
よ
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う
と
し
た
と
い
う
側
面
は
否
め
な
い
が
、
民
衆
の
側
に
立
っ
て
社
会
活
動
を
行
っ
て
い
た
行
基
の
心
と
、
聖
武
天
皇
が
万
民
の
力
に
よ
る

大
仏
造
立
を
志
し
た
こ
と
に
合
致
し
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
天
平
勝
宝
元
年
に
は
「
天
皇
幸
東
大
寺
。
御
盧
舍
那
仏
像
前
殿
。
北

面
対
像
」
と
あ
る
よ
う
に
、
東
大
寺
に
行
幸
の
際
「
南
面
」
す
る
は
ず
の
天
子
が
「
北
面
」
し
て
仏
像
に
相
対
し
、
自
ら
を
「
三
宝
の
奴

と
仕
え
奉
る
天
皇
」
と
称
し
た
。
天
皇
の
信
仰
心
の
厚
さ
を
物
語
る
記
述
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
時
代
故
に
、
先
に
記
し
た
玄
昉
は
（
結
果
的
に
は
藤
原
広
嗣
の
乱
を
引
き
起
こ
し
観
世
音
寺
へ
左
遷
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
地

に
没
し
た
も
の
の
）
聖
武
天
皇
の
信
任
を
受
け
て
橘
諸
兄
政
権
下
で
権
力
を
握
る
こ
と
と
な
っ
た
。
国
分
寺
造
立
・
大
仏
造
立
の
詔
は
こ

の
政
権
下
で
発
せ
ら
れ
て
お
り
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
が
推
測
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
聖
武
天
皇
の
皇
太
子
で
あ
っ
た
阿
倍
内
親
王
は
即
位
し
て
孝
謙
天
皇
と
な
る
が
、
淳
仁
天
皇
へ
譲
位
し
上
皇
と
な
っ
た
後
、
自

ら
の
病
を
看
病
し
た
道
鏡
を
寵
愛
す
る
よ
う
に
な
る
。
淳
仁
天
皇
・
藤
原
仲
麻
呂
を
除
き
（
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
）
再
び
実
権
を
握
っ
た

（
重
祚
し
て
称
徳
天
皇
）
後
は
ま
す
ま
す
寵
愛
の
度
を
深
め
、
自
ら
の
出
家
を
宣
言
し
道
鏡
を
太
政
大
臣
禅
師
、
更
に
法
王
と
し
た
。
ま

た
大
嘗
祭
に
僧
侶
を
出
席
（
天
平
神
護
元
年
11
月
）
さ
せ
、
百
万
塔
制
作
さ
せ
る
な
ど
、「
異
例
」
の
仏
教
重
視
政
策
を
と
っ
た
。
宇
佐

八
幡
神
託
事
件
と
そ
の
後
ま
も
な
く
天
皇
が
病
に
倒
れ
た
こ
と
に
よ
り
道
鏡
は
失
脚
す
る
が
、
仏
教
と
国
家
が
極
め
て
密
接
に
関
係
し
て

い
た
時
代
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
行
基
は
先
述
の
と
お
り
民
衆
の
中
に
あ
っ
て
、
布
教
・
社
会
活
動
に
従
事
し
た
。
こ
こ
に
集
う
人
々
の
勢
力
は
朝
廷
も
無
視
で
き

ず
弾
圧
の
対
象
と
も
な
っ
た
（
養
老
元
年
「
小
僧
行
基
。
并
弟
子
等
。
零
畳
街
衢
。
妄
説
罪
福
。」）
が
、
朝
廷
に
逆
ら
う
も
の
で
な
か
っ

た
故
に
活
動
を
許
さ
れ
、
天
平
十
七
年
に
は
大
僧
正
を
贈
ら
れ
て
い
る
。
行
基
は
自
ら
が
政
治
の
中
心
に
立
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
国

家
に
そ
の
行
動
を
認
め
さ
せ
た
と
い
う
点
で
、
大
い
に
影
響
力
を
行
使
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
時
代
、
聖
武
天
皇
の
皇
后
で
あ
る
光
明
皇
后
が
、
そ
の
仏
教
信
仰
に
よ
っ
て
行
っ
た
施
策
に
施
薬
院
と
悲
田
院
が
あ
る
。
こ
れ
は

皇
后
の
た
め
に
置
か
れ
た
皇
后
宮
職
の
下
に
こ
れ
ら
が
設
置
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
仏
教
の
慈
悲
の
思
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
だ
が
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「
皇
后
宮
職
」
に
置
か
れ
た
よ
う
に
国
家
に
よ
る
政
策
と
い
う
よ
り
は
皇
后
の
私
的
な
要
素
を
多
分
に
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
鑑
真
が
来
航
し
た
の
も
こ
の
時
代
で
、
わ
が
国
に
戒
律
を
伝
え
ら
れ
東
大
寺
・
太
宰
府
観
世
音
寺
・
下
野

薬
師
寺
に
戒
壇
が
設
置
さ
れ
、
戒
律
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
時
期
で
も
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
天
平
時
代
は
仏
教
に
と
っ
て
そ
の
勢
力
を
拡
大
さ
せ
る
重
要
な
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
僧
侶
は
、

僧
尼
令
に
よ
っ
て
国
家
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
令
に
よ
る
管
理
の
下
で
私
度
や
民
衆
の
教
化
も
禁
じ
ら

れ
て
お
り
、
仏
教
（
僧
）
の
側
か
ら
直
接
的
に
国
家
の
政
策
に
関
わ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
が
故
に
、
権
力
者
（
天
皇
）
に
取
り
入
る

こ
と
で
政
治
に
関
与
す
る
僧
侶
が
現
れ
た
が
、
そ
の
天
皇
や
皇
后
の
（
純
粋
と
も
い
う
べ
き
）
仏
教
信
仰
に
よ
っ
て
そ
の
発
展
を
見
た
と

い
っ
て
も
良
か
ろ
う
。
し
か
し
仏
教
、
と
り
わ
け
「
僧
」
が
政
治
に
関
わ
る
こ
と
へ
の
危
機
感
を
植
え
付
け
る
に
も
十
分
な
時
代
で
あ
っ

た
。
玄
昉
や
道
鏡
と
い
っ
た
政
権
中
枢
で
権
力
を
振
る
う
者
が
現
れ
た
こ
と
で
、
こ
れ
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
機
運
が
、

長
岡
京
・
平
安
京
へ
の
遷
都
へ
と
つ
な
が
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
僧
侶
に
よ
る
政
治
が
、
仏
教
的
な
価
値

観
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
寺
の
建
立
な
ど
、
仏
教
勢
力
や
む
し
ろ
僧
個
人
の
権
威
を
誇
示
す
る
も
の
に
留
ま
っ
た
こ
と
も

現
実
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
庶
民
へ
の
布
教
が
為
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
更
に
仏
教
「
僧
」
の
側
も
「
盛
り
上
が
っ
て
き
た
朝
廷

の
仏
教
熱
の
下
に
も
と
に
、
か
え
っ
て
乱
脈
・
無
秩
序
の
相
も
呈
し
て
い
た
」（
井
上
P. 

84
）
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
得
度
制
の
弛
緩
に

よ
る
私
度
の
社
会
現
象
化
、
寺
院
に
よ
る
大
土
地
所
有
が
進
め
ら
れ
禁
じ
ら
れ
て
い
た
山
川
藪
沢
の
占
有
を
行
う
な
ど
民
衆
へ
の
搾
取
が

行
わ
れ
る
な
ど
、
世
俗
化
が
進
み
抜
本
的
な
改
革
を
要
す
る
状
態
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
中
で
、
行
基
の
活
動
は
や
は
り
注
目
す
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
国
家
の
為
す
べ
き
事
業
（
灌
漑
事
業
・
架
橋
な
ど
）
を
指
導
し
た

り
、
困
窮
者
へ
布
施
屋
を
建
立
す
る
な
ど
仏
教
的
価
値
観
の
も
と
に
庶
民
の
生
活
へ
目
線
を
向
け
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
活
動
が
国
家
に
認

め
ら
れ
て
「
大
僧
正
」
を
贈
ら
れ
た
こ
と
は
、
玄
昉
や
道
鏡
と
対
を
為
す
も
の
で
あ
る
。
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３
．
最
澄
と
空
海

　
称
徳
天
皇
の
崩
御
に
よ
り
即
位
し
た
光
仁
天
皇
は
、
そ
れ
ま
で
続
い
た
天
武
天
皇
系
で
は
な
く
、
天
智
天
皇
系
（
天
智
天
皇
の
孫
）
の

天
皇
で
あ
っ
た
。
天
皇
は
律
令
政
治
再
興
の
た
め
の
政
策
を
推
進
し
、
称
徳
朝
ま
で
の
政
治
の
刷
新
と
共
に
仏
教
政
策
を
改
め
る
こ
と
に

な
る
。
そ
の
内
容
は
、
僧
尼
統
制
に
つ
い
て
は
得
度
制
度
を
励
行
さ
せ
、
僧
尼
の
非
行
を
禁
圧
、
監
督
を
強
化
す
る
こ
と
、
寺
院
経
済
に

つ
い
て
は
山
川
藪
沢
占
有
の
禁
を
破
る
こ
と
へ
の
厳
罰
化
し
、
こ
れ
を
黙
認
す
る
役
所
も
罰
す
る
な
ど
、
そ
の
国
家
へ
の
帰
属
を
強
め
私

寺
の
禁
令
を
強
化
す
る
な
ど
で
あ
り
、
同
時
に
浄
行
僧
に
よ
る
質
実
な
正
法
の
維
持
を
行
わ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
井
上
P. 

86

〜
87
）。

　
こ
の
状
況
下
で
期
待
さ
れ
た
の
が
、
桓
武
朝
下
で
の
最
澄
で
あ
り
嵯
峨
朝
に
お
け
る
空
海
で
あ
っ
た
。
最
澄
の
得
度
は
宝
亀
十
一
年

（
七
八
〇
年
）
で
、
そ
の
後
延
暦
四
年
（
七
八
五
年
）
に
東
大
寺
戒
壇
院
に
の
ぼ
り
受
戒
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
直
後
比
叡
山
に
入
り
草

庵
を
営
み
、
山
林
修
行
を
行
っ
た
と
い
う
。
そ
の
間
に
、
自
ら
を
「
愚
中
の
極
愚
、
狂
中
の
極
狂
」
と
自
省
し
、「
仏
国
土
を
浄
め
衆
生

を
成
就
」
せ
ん
と
す
る
願
文
『
叡
山
大
師
伝
』
を
草
し
た
（
井
上
P. 

91
）。
こ
れ
は
、
天
平
以
来
の
仏
教
界
の
堕
落
を
批
判
し
て
仏
教
界

の
改
革
者
と
し
て
の
最
澄
を
象
徴
す
る
も
の
と
も
言
え
る
。
最
澄
の
存
在
が
桓
武
天
皇
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
る
と
、
天
皇
は
還
学
僧
と
し

て
最
澄
を
入
唐
せ
し
め
、
帰
朝
後
は
そ
の
活
動
を
保
護
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
天
皇
の
没
後
は
、
南
都
の
勢
力
を
中
心
に
反
発
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。
天
皇
が
天
台
の
教
学
を
理
解
し
最
澄
を
保
護
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
上
に
述
べ
た
よ
う
な
仏
教
政
策
の
な
か
で
利
用
で
き

る
も
の
と
考
え
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
仏
教
界
の
刷
新
と
浄
行
僧
に
よ
る
正
法
の
維
持
と
い
う
目
的
に
最
澄

の
存
在
は
合
致
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
方
で
最
澄
の
行
動
は
「
律
令
政
治
」
の
再
興
と
は
相
反
す
る
一
面
も
あ
っ
た
。
元
々
山
林
修
行
は
、
僧
侶
を
管
理
下
に
置
き
た
い
朝

廷
に
と
っ
て
警
戒
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
僧
尼
令
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
禁
じ
ら
れ
捕
縛
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た２

が
、
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こ
れ
を
天
皇
は
世
俗
化
し
た
都
市
仏
教
で
あ
る
南
都
仏
教
に
対
す
る
も
の
と
し
て
重
視
し
た
。
国
家
の
管
理
の
下
に
僧
侶
を
置
く
こ
と
で
、

統
制
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
一
方
、
そ
の
介
入
を
招
い
た
が
故
に
こ
の
よ
う
な
事
態
と
な
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
国
家
に
よ
る
僧
侶
の

支
配
を
揺
る
が
し
か
ね
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
後
に
最
澄
は
、
自
ら
が
受
戒
し
た
東
大
寺
の
南
都
戒
壇
を
否
定
し
、
大

乗
戒
壇
の
独
立
へ
向
け
た
運
動
を
行
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
同
時
に
、
律
令
国
家
に
於
け
る
僧
綱
の
支
配
か
ら
の
独
立
を
志
向

す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
ま
た
空
海
は
、
最
澄
同
様
に
四
国
に
お
い
て
山
林
修
行
を
行
っ
た
後
に
入
唐
し
、
最
澄
に
一
年
あ
ま
り
遅
れ
て
帰
朝
、
嵯
峨
天
皇
が
即

位
す
る
と
入
京
が
許
さ
れ
た
。
天
皇
と
空
海
、
橘
逸
勢
は
後
に
三
筆
と
讃
え
ら
れ
る
能
書
家
で
あ
り
、
は
じ
め
密
教
の
法
匠
と
し
て
で
は

な
く
、
あ
る
種
文
化
人
と
し
て
の
才
を
天
皇
に
見
出
さ
れ
た
。
後
に
高
雄
山
寺
で
最
澄
ら
へ
の
灌
頂
を
行
う
と
、
そ
の
密
教
法
匠
と
し
て

の
地
位
が
認
め
ら
れ
、
南
都
教
団
と
も
協
力
し
て
密
教
の
戒
を
授
け
、
東
大
寺
に
灌
頂
道
場
を
設
け
て
南
都
の
密
教
化
へ
の
道
を
開
く
。

空
海
は
密
教
に
よ
る
護
国
を
志
し
、
下
賜
さ
れ
た
東
寺
を
教
王
護
国
寺
と
改
め
、
密
教
専
修
の
道
場
と
し
た
。
ま
た
、
天
皇
を
密
教
修
法

で
護
持
す
る
「
宮
中
真
言
院
後
七
日
御
修
法
」
を
恒
例
化
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
こ
れ
は
唐
の
不
空
が
皇
帝
の
た
め
に
始
め
た
例
に

に
倣
い
、
国
家
安
泰
・
玉
体
安
穏
・
万
民
豊
楽
を
祈
願
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
天
皇
を
転
輪
聖
王
に
位
置
づ
け
（
苫
米
地

P. 

193
）、
転
輪
聖
王
た
ら
し
め
る
べ
く
天
皇
に
菩
薩
行
の
実
践
を
求
め
、
そ
れ
を
真
言
密
教
の
修
法
に
よ
り
守
護
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
空
海
は
、
最
澄
に
比
し
て
国
家
（
天
皇
）
と
の
関
わ
り
が
比
較
的
密
接
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
最
澄
が
南
都
の
勢
力
と
対
立
し
、
東
大
寺
か
ら
独
立
し
た
戒
壇
の
設
置
を
成
し
遂
げ
た
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
仏
教
が
国
家
の
統
制

（
僧
綱
）
を
離
れ
る
こ
と
で
国
家
と
の
関
わ
り
を
希
薄
化
さ
せ
る
一
面
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
空
海
が
進
め
た
真
言
密
教
に

よ
る
護
国
も
、
朝
廷
が
仏
教
を
統
制
し
て
護
国
の
祈
祷
を
さ
せ
る
天
平
時
代
の
鎮
護
国
家
思
想
と
異
な
り
、
よ
り
厳
格
に
天
皇
に
ま
で
菩

薩
行
を
求
め
、
朝
廷
に
よ
る
宮
中
祭
祀
に
密
教
を
取
り
込
ま
せ
る
な
ど
仏
教
側
か
ら
積
極
的
関
わ
っ
て
い
く
様
子
も
う
か
が
え
る
が
、
か

つ
て
の
玄
昉
や
道
鏡
の
よ
う
に
自
ら
が
政
策
に
携
わ
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
山
林
修
行
者
」
た
る
浄
行
僧
と
し
て
の
立
場
を
保
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っ
て
い
た
。
両
者
に
共
通
す
る
「
山
林
修
行
」
者
と
し
て
の
側
面
は
、
仏
教
（
僧
侶
）
と
国
家
（
政
治
）
と
の
双
方
へ
の
不
介
入
の
傾
向

を
強
め
、
よ
っ
て
僧
侶
が
国
家
の
政
治
に
直
接
的
な
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

４
．
律
令
制
の
崩
壊
と
中
世
「
権
門
」
寺
院

　
律
令
国
家
の
象
徴
的
な
都
で
あ
っ
た
平
城
京
か
ら
長
岡
・
平
安
京
へ
の
遷
都
、
律
令
国
家
を
完
成
さ
せ
た
天
武
系
の
天
皇
か
ら
、
天
智

系
へ
の
皇
位
継
承
は
、
律
令
国
家
の
模
範
で
あ
っ
た
中
国
に
お
け
る
唐
帝
国
の
斜
陽
と
共
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
律
令
制
度
の
崩
壊
を
意

味
し
て
い
た
。
律
令
制
度
に
お
い
て
は
、
人
民
ひ
と
り
ひ
と
り
に
つ
い
て
税
や
使
役
が
課
せ
ら
れ
、
個
人
を
単
位
と
し
て
支
配
が
為
さ
れ

て
い
た
が
、
そ
の
結
果
逃
散
な
ど
に
よ
っ
て
農
地
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
国
家
は
安
定
し
た
収
入
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
れ

に
対
応
し
て
施
行
さ
れ
た
三
世
一
身
法
、
墾
田
永
年
私
財
法
は
大
貴
族
や
大
寺
社
に
よ
る
私
有
地
の
増
加
を
招
き
、
律
令
国
家
の
根
本
で

あ
る
「
公
地
公
民
制
」
を
崩
壊
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
そ
の
個
別
的
人
身
支
配
を
放
棄
し
、「
土
地
」
を

課
税
の
基
本
と
す
る
よ
う
に
転
換
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
歴
史
学
的
用
語
で
は
こ
れ
を
「
王
朝
国
家
体
制
」
と
呼
ぶ
が
、
各
地
の
国

司
が
そ
の
任
地
に
お
い
て
徴
税
・
軍
事
な
ど
に
強
大
な
権
限
を
持
つ
よ
う
に
な
る
一
方
で
、
朝
廷
は
地
方
政
治
を
国
司
（
受
領
と
い
う
）

に
委
ね
る
代
わ
り
に
一
定
の
納
税
義
務
を
課
し
、
租
税
収
入
を
現
実
に
即
し
た
形
で
確
保
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
朝
廷
に

よ
る
直
接
的
な
支
配
が
全
国
各
地
に
行
き
届
か
な
く
な
り
、
い
わ
ば
中
央
集
権
的
な
国
家
体
制
で
あ
っ
た
律
令
体
制
と
は
対
照
的
な
、

「
地
方
分
権
」
的
な
体
制
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
律
令
体
制
の
崩
壊
は
、
仏
教
側
の
経
済
的
基
盤
の
崩
壊
を
も
意
味
し
て
い
る
。
律
令
体
制
の
も
と
で
は
、
仏
教
が
国
家
に
よ

っ
て
統
制
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
反
面
、
護
国
の
機
能
を
担
う
代
償
と
し
て
、
僧
尼
や
寺
院
が
国
家
に
よ
る
全
面
的
な
保
護
の
対
象

と
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
存
立
の
基
盤
は
国
家
に
よ
る
給
付
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
、
故
に
官
僧
た
ち
は
経
済
的
に
心
を
砕
く

こ
と
な
く
学
問
や
修
業
に
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
た
（
佐
藤
P.
４
）。
よ
っ
て
、
そ
の
体
制
の
崩
壊
は
仏
教
側
の
経
済
に
つ
い
て
致
命
的

05-01　藤崎.indd   312 2016/08/26   12:29



313

仏教と国家の関わり（藤﨑）

な
打
撃
を
与
え
る
も
の
と
な
り
、
故
に
生
き
延
び
る
た
め
に
国
家
的
援
助
に
頼
ら
な
い
新
た
な
経
済
的
基
盤
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
新
た
な
基
盤
と
な
っ
た
の
が
私
有
地
す
な
わ
ち
「
荘
園
」
で
あ
る
。
こ
の
荘
園
経
営
を
安
定
さ
せ
る
た
め
に
は
、
王
朝
国
家
体
制

の
も
と
で
中
央
政
府
よ
り
強
大
な
権
限
を
委
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
国
司
及
び
国
衙
の
官
人
に
よ
る
寺
領
荘
園
へ
の
干
渉
を
防
ぐ
こ
と

が
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
国
家
（「
王
法
」）
と
仏
教
（「
仏
法
」）
と
が
車
の
両
輪
の
如
く
ど
ち
ら
が
掛
け
て
も
成
り
立
た
な
い
と
す
る

「
王
法
仏
法
相
依
論
」
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
官
人
が
寺
領
荘
園
へ
の
干
渉
を
強
め
る
こ
と
は
、
荘
園
と
そ
の
領
主
た

る
仏
教
（
仏
法
）
の
衰
亡
を
も
た
ら
し
、
王
法
と
仏
法
が
相
互
に
依
存
し
て
い
る
論
理
か
ら
し
て
、
結
果
と
し
て
王
法
（
国
家
）
の
衰
亡

を
招
く
こ
と
に
な
る
…
故
に
寺
領
荘
園
へ
の
干
渉
を
止
め
、
仏
法
興
隆
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
理
屈
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
変
革
に
成
功
し
た
大
寺
院
は
、
中
世
以
降
各
地
か
ら
の
荘
園
の
寄
進
を
受
け
て
所
謂
「
権
門
」
と
よ
ば
れ
る
強
大
な
荘
園
領

主
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
反
面
そ
の
変
革
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
没
落
し
て
い
っ
た
旧
官
寺
も
多
く
あ
っ
た
。
元
興

寺
や
大
安
寺
、
西
大
寺
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
当
時
の
状
況
は
そ
れ
だ
け
逼
迫
し
た
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
故
に
国
家
全
体
を

考
え
、
そ
こ
に
関
わ
る
こ
と
の
で
き
る
仏
教
勢
力
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

５
．
民
衆
へ
の
布
教

　
天
平
時
代
に
お
い
て
、
行
基
の
活
動
に
つ
い
て
触
れ
た
。
行
基
は
は
じ
め
国
家
の
統
制
を
離
れ
て
行
動
し
、
弾
圧
の
対
象
と
も
な
っ
た

が
、
後
に
そ
の
功
績
を
認
め
ら
れ
大
仏
造
立
に
つ
い
て
は
国
家
に
協
力
し
、
大
僧
正
を
贈
ら
れ
た
こ
と
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
彼
は

官
寺
に
籠
も
る
こ
と
な
く
民
衆
の
中
に
入
っ
て
仏
法
を
説
き
、
人
々
の
崇
敬
を
集
め
て
諸
々
の
社
会
事
業
を
行
っ
た
が
、
律
令
制
崩
壊
の

中
で
僧
侶
へ
の
統
制
も
弱
ま
る
と
、
行
基
と
同
様
寺
院
外
へ
の
居
住
や
民
間
布
教
の
禁
を
犯
し
て
行
動
す
る
「
民
間
布
教
者
」
が
出
現
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
「
聖
」
や
「
上
人
」
な
ど
と
呼
ば
れ
庶
民
を
対
象
と
し
て
布
教
を
行
い
、
仏
教
的
な
理
念
を
植
え
付
け
て
い
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く
こ
と
に
な
る
。
十
世
紀
中
頃
の
空
也
や
十
一
世
紀
初
め
の
行
円
な
ど
が
代
表
的
な
人
物
で
あ
る
。
こ
の
所
謂
「
聖
」
の
活
動
展
開
に
は

三
段
階
の
区
分
が
で
き
る
と
い
う
（
佐
藤
P. 

38
〜
40
）。
す
な
わ
ち
第
一
段
階
と
は
、「
都
鄙
を
徘
徊
し
貴
庶
に
向
か
っ
て
積
善
の
功
徳
を

説
き
、
写
経
な
ど
の
様
々
な
形
で
仏
教
へ
の
結
縁
を
勧
め
て
人
々
に
仏
教
理
念
を
植
え
付
け
る
が
、
国
家
と
結
び
つ
く
正
当
教
団
か
ら
は

異
端
視
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
第
二
段
階
は
「
民
間
布
教
活
動
の
中
心
と
し
て
「
勧
進
」
が
徐
々
に
社
会
に
定
着
し
、
勧
進
職
が
形
成

さ
れ
、
そ
の
勧
進
を
経
済
基
盤
の
一
つ
と
見
な
し
た
既
成
寺
院
と
結
び
つ
い
て
い
く
時
期
」
で
あ
り
、
更
に
「
そ
れ
が
個
別
の
寺
院
の
手

を
離
れ
、
国
家
支
配
の
体
系
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
」
第
三
段
階
に
発
展
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
第
三
段
階
」
へ
の
移
行
は
十

三
世
紀
後
半
に
ま
で
下
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
こ
こ
で
は
掘
り
下
げ
な
い
が
、
本
来
勧
進
が
「
喜
捨
」
を
求
め
る
も
の
で
自
由
意
志

に
任
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
も
の
が
、
国
家
権
力
（
朝
廷
・
幕
府
）
の
許
可
の
も
と
に
半
ば
強
制
的
に
徴
収
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
点
は
、
国
家
と
仏
教
の
関
係
を
考
え
る
点
で
今
後
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
民
間
に
入
っ
て
い
た
「
聖
」
た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る
「
鎌
倉
仏
教
」
の
源
流
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
国
家
に
よ
る
仏
教

か
ら
除
外
さ
れ
て
き
た
庶
民
を
も
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
対
告
衆
で
あ
る
庶
民
に
合
わ
せ
て
「
易
行
」「
専
修
」「
悪
人
往
生
」
な
ど

を
特
徴
と
し
た
（
佐
藤
P. 

41
）
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
「
聖
」
の
活
動
に
よ
っ
て
、
庶
民
に
ま
で
仏
教
的
理
念
が
浸
透
し
て
い
く
こ
と
に
よ

り
、
わ
が
国
が
本
当
の
意
味
で
の
「
仏
教
国
」
に
な
っ
て
い
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
う
言
っ
た
点
を
注
視
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
は
制
度
的

に
も
経
済
的
に
も
国
家
の
統
制
を
離
れ
る
こ
と
で
、
初
め
て
初
め
て
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
同

時
に
、
そ
れ
が
国
家
の
側
に
組
み
込
ま
れ
て
利
用
さ
れ
て
い
く
今
後
の
歴
史
も
ま
た
注
視
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
．
ま
と
め

　
今
回
は
わ
が
国
へ
の
仏
教
伝
来
か
ら
平
安
末
期
、
日
蓮
大
聖
人
の
登
場
前
夜
ま
で
の
仏
教
と
国
家
の
関
わ
り
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。

古
代
史
に
お
い
て
は
不
明
な
点
も
多
く
、
ま
た
平
安
期
以
降
中
央
集
権
的
国
家
体
制
が
崩
壊
し
て
い
く
に
あ
た
り
、
各
地
の
動
き
な
ど
に
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つ
い
て
の
検
証
も
で
き
な
か
っ
た
。
仏
教
文
化
が
栄
え
た
と
言
わ
れ
る
奥
州
藤
原
氏
の
こ
と
に
つ
い
て
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

し
、
宮
中
の
祭
祀
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
方
日
本
と
い
う
国
家
全
体
と
い
う
視
点
を
も
っ
て
、
個
別
的
な
内
容
に

つ
い
て
追
求
せ
ず
に
大
き
な
流
れ
を
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
概
観
す
る
と
、
中
国
・
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
か
ら
政
治
的
な
問
題
を
大
き
な
理
由
と
し
て
仏
教
が
「
利
用
さ
れ
る
」
形
で
国

家
の
管
理
の
下
に
導
入
さ
れ
、
朝
廷
に
よ
る
中
央
集
権
国
家
の
管
理
下
、
鎮
護
国
家
の
名
の
下
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
仏
教
界
・
僧
侶
が
政

治
に
介
入
す
る
ま
で
に
至
っ
た
奈
良
朝
ま
で
の
段
階
、
そ
し
て
そ
の
後
の
平
安
朝
で
は
、
外
国
の
脅
威
が
去
り
、
中
央
集
権
制
が
崩
壊
し

て
い
く
中
で
仏
教
勢
力
が
国
家
の
保
護
と
管
理
を
離
れ
独
自
に
地
位
を
築
い
て
い
く
様
子
が
見
え
て
き
た
。
と
同
時
に
奈
良
朝
に
お
け
る

行
基
や
平
安
末
に
出
現
す
る
「
聖
」・「
上
人
」
等
、
民
間
へ
の
布
教
を
試
み
る
者
が
現
れ
る
こ
と
で
庶
民
へ
仏
教
が
広
ま
っ
て
い
く
様
子

も
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
は
権
力
者
に
よ
る
仏
教
の
利
用
の
歴
史
で
あ
っ
た
し
、
仏
教
（
寺
院
）
側
に
し
て
も
、
自

ら
の
築
い
て
き
た
地
位
を
守
る
努
力
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
現
代
と
は
大
き
く
異
な
る
政
治
と
宗
教
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る

こ
れ
ら
の
時
代
で
あ
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
我
々
の
理
想
と
す
る
時
代
と
は
言
え
ま
い
。
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
、
実
際
の
行
動
を
積
み
重

ね
る
こ
と
で
国
家
が
そ
の
功
績
を
「
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」
状
況
に
至
ら
し
め
た
行
基
の
姿
が
一
つ
の
理
想
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
理

想
と
現
実
の
狭
間
は
そ
う
狭
い
も
の
で
は
な
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

　
こ
れ
か
ら
鎌
倉
幕
府
の
成
立
か
ら
戦
国
時
代
に
至
る
中
で
、「
荘
園
」
が
消
滅
し
新
た
な
国
家
支
配
の
体
系
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
そ
の
際
に
仏
教
が
そ
こ
へ
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
の
か
を
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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和 暦（年） 西暦（年） で　き　ご　と
欽明13・宣化３ 552・538 仏教公伝
用明２ 587 丁未の乱（物部守屋滅亡）
崇峻５ 593 推古天皇即位、聖徳太子摂政就任
推古２ 594 三宝興隆の詔（『日本書紀』）
推古12 604 十七条憲法制定
皇極４ 645 乙巳の変（蘇我総本家滅亡）
大化２ 646 改新の詔（大化の改新）
天智元 662 白村江の戦い（百済滅亡）
弘文・天武元 672 壬申の乱・天武天皇即位（皇統が天武系へ）
天武８ 679 食封・寺名の国家による管理を宣言
天武９ 680 薬師寺の創建
持統８ 694 藤原京遷都
大宝元 701 大宝律令完成（僧尼令の制定）
和銅３ 710 平城京遷都
養老４ 720 日本書紀の完成
養老７ 723 皇太子妃（光明皇后）の発願で悲田院が設置される（『扶桑略記』）
天平２ 730 光明皇后の発願により施薬院が設置される
天平９ 737 玄昉、僧正に任じられ内道場に入る
天平13 741 国分寺造立の詔（２月）聖武天皇、行基と会見（３月）
天平15 743 東大寺盧遮那仏造顕の詔

天平17 745 行基、大僧正となる（１月）玄昉失脚、筑紫観世音寺へ左遷さ
れる（11月）

天平勝宝元 749 聖武天皇東大寺へ行幸、北面して仏像に対する
天平勝宝４ 752 東大寺大仏開眼法要
天平宝字５ 761 道鏡保良宮で孝謙上皇の看病をする
天平神護２ 766 道鏡、法王になる
神護景雲３ 769 宇佐八幡神託事件
神護景雲４ 770 称徳天皇崩御、道鏡、下野薬師寺に左遷される
延暦３ 784 長岡京遷都
延暦４ 785 最澄、東大寺戒壇院にて受戒、その後比叡山に入る

延暦21 802 最澄、入唐求法の還学生に選ばれ、延暦23年空海と共に入唐を
果たす

延暦24 805 最澄、帰国。宮中で桓武天皇の病気平癒を祈る

大同元 806
空海、帰国。
最澄の上表により、天台業２人（止観、遮那業各１人）が年分
度者となる。

大同５ 810 薬子の変、空海、嵯峨天皇側に立ち鎮護国家の大祈祷を行う
弘仁７ 816 空海、高野山を賜る
弘仁13 822 最澄没する（６月）、七日後大乗戒壇設立が勅許される
弘仁14 823 空海、太政官符により東寺（教王護国寺）を賜る
承和２ 835 宮中にて後七日御修法が行われる（後に東寺に移る）

仏教と国家の関わり（年表）
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【
引
用
・
参
考
資
料
】

小
倉
慈
司
・
山
口
輝
臣
「
天
皇
の
歴
史
09

　
天
皇
と
宗
教
」（
講
談
社
二
〇
一
一
年
）

井
上
光
貞
「
日
本
古
代
の
国
家
と
仏
教
」（
岩
波
書
店
二
〇
〇
一
年
）

佐
藤
弘
夫
「
日
本
中
世
の
国
家
と
仏
教
」（
吉
川
弘
文
館
二
〇
一
〇
年
）

大
法
輪
（
第
七
九
巻
二
〇
一
二
年
）

苫
米
地
誠
一
「
真
言
密
教
に
お
け
る
護
国
」（
現
代
密
教
十
三
号
二
〇
〇
〇
年
）

芹
川
博
通
「
国
家
・
教
育
と
仏
教
」（
北
樹
出
版
二
〇
〇
五
年
）

伊
野
部
重
一
郎
「
元
興
寺
縁
起
の
仏
教
初
伝
説
話
に
つ
い
て
」（
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
第
9
巻1961

年
）

１
　
私
ど
も
の
集
団
的
自
衛
権
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
は
、
こ
れ
ま
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
憲
法
第
九
条
に
つ
い
て
の
政
府
見
解
を
支
持
し

て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
集
団
的
自
衛
権
を
限
定
的
に
せ
よ
行
使
す
る
と
い
う
場
合
に
は
、
本
来
、
憲
法
改
正
手
続
き
を
経
る
べ
き
で
あ
る

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
集
団
的
自
衛
権
の
問
題
に
関
し
て
は
、
今
後
の
協
議
を
見
守
っ
て
お
り
ま
す
が
、
国
民
を
交
え
た
、
慎
重
の
上
に
も
慎
重

を
期
し
た
議
論
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
評
価
に
耐
え
う
る
賢
明
な
結
論
を
出
さ
れ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
（
五
月
十
七
日
付
産
経
）。

２
　
如
有
停
住
山
林
詳
道
佛
法
。
自
作
教
化
。
傳
習
授
業
。
封
印
書
符
。
合
藥
造
毒
。
萬
方
作
恠
。
違
犯
勅
禁
者
。
罪
亦
如
此
（『
続
日
本
紀
』
天

平
元
年
四
月
）。
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