
日
本
仏
教
へ
の
緊
急
提
言

日
本
仏
教
の
再
｢大
乗
｣
化

の
た
め
の
処
方
等

日
本
の
仏
教
は
大
乗
で
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
は
小
乗
と

一
般
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
が

実
際
に
は
日
本
仏
教
は
小
乗
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る

｢小
乗
｣
性
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
タ
イ
仏
教
の
改
革
運
動
か
ら

日
本
仏
教
と
日
本
社
会
の
再
大
乗
化
の
た
め
の
手
が
か
り
を
探
る

浅見靖仁
【あざみ ･やすひと】

一九六〇年愛知県生まれ｡一橋大学大学

院社会学研究科助教授｡東京大学教養学

部を卒業後､タイに四年間滞在｡タマサー

ト大学大学院経済学研究科修士課程修了｡

一九九〇～九三年にはハーバー ド大学大学

院政治学研究科博士課程に留学｡
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は
じ
め
に

｢
日
本
仏
教
を
叱
る
｣
よ
う
に
と
い
う
依

頼
を
G
Y
R
O
s
の
編
集
部
か
ら
受
け
た
｡

人
間
誰
で
も
叱
ら
れ
る
の
は
あ
ま
り
好
き

で
は
な
い
が
'
叱
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
イ
ヤ
な

こ
と
で
は
な
い
｡
特
に
相
手
が
あ
ま
り
強
-

な
さ
そ
う
な
時
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
｡
昨
今

の
ご
時
世
で
は
､
政
府
を
叱
っ
た
り
し
よ
う

も
の
な
ら
､
反
日
分
子
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら

れ
て
､
あ
げ
-
の
は
て
に
は
､
｢自
己
責
任
｣

と
称
し
て
金
ま
で
請
求
さ
れ
か
ね
な
い
が
'

最
近
め
っ
き
り
元
気
の
な
い
日
本
仏
教
な
ら

思
う
存
分
叱
っ
て
も
大
し
た
仕
返
し
は
な
い

だ
ろ
う
と
思
い
､
気
軽
に
依
頼
を
引
き
受
け

る
こ
と
に
し
た
し
だ
い
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
い
ざ
叱
っ
て
や
ろ
う
と
思
っ
て

少
し
考
え
始
め
た
ら
'
こ
の
依
頼
､
結
構
難

し
い
依
頼
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
｡

ま
ず
叱
る
対
象
で
あ
る

｢日
本
仏
教
｣
と
は

何
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
｡
こ
こ
で

い
き
な
り

｢日
本
仏
教
と
は
何
か
｣
と
い
う

哲
学
的
な
問
い
に
取
-
組
も
う
と
い
う
の
で

は
な
い
｡
日
本
仏
教
を
叱
る
と
い
っ
て
も
､

具
体
的
に
は
日
本
仏
教
を
担
っ
て
い
る
人
た

ち
を
叱
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
で
は
日

本
仏
教
を
担
っ
て
い
る
の
は
誰
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
｡
こ
の
依
頼
を
引
き
受
け
た
時
に

は
'
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
僧
侶
で
あ
り
､
教
団

で
あ
る
と
考
え
､
だ
か
ら
日
本
の
僧
侶
や
教

団
を
叱
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
が
､
よ
-
考
え
た
ら
､
日
本
仏
教

と
い
う
の
は
何
も
僧
侶
や
教
団
の
専
有
物
で

は
決
し
て
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
も
し
日
本
仏

教
が
僧
侶
や
教
団
の
専
有
物
に
過
ぎ
な
い
と

し
た
ら
､
そ
れ
は
も
う

｢叱
る
｣
に
も
値
し

な
い
で
あ
ろ
う
｡

で
も
も
し
日
本
仏
教
を
僧
侶
や
教
団
の

専
有
物
で
は
な
-
､

一
般
信
者
､
さ
ら
に
は

信
者
な
の
か
ど
う
か
さ
え
は
っ
き
り
し
な
い

｢特集のねらい｣

江戸時代の日本仏教は葬式仏教と批判されま

した｡宗教本来の使命である人の魂の救済をわ

すれ､幕府権力にとり込まれた檀家､本寺末寺

の制度に安住 して､葬式 ･仏事に明け暮れたと

いうきびしい見方です.そうした批判を現代の

日本仏教は払拭しきったのでしょうか｡一般寺

院は寺の土地を切り売りして営利事業に明け暮

れ､有名大寺院は観光に精出すなど､世俗化は

一段と進んできているようにみえます｡強大宗

派が政治に大きな発言権を行使している事例も

見慣れた日常です｡
多くの日本人にとって､仏教は先祖伝来のほ

とんど唯一の ｢宗教｣です｡普段は忘却してい

ても､生老病死の節目に思い起こすのは仏教で

す｡そうした日本人の伝統的な心情を利用して､

仏教各派は営利団体､政治団体となってしまっ
たかの感さえうけます｡寺と金と票をめぐる紛

争のニュースは跡を絶つことがありません｡

各宗祖が新しい仏教教義の探求に生命を賭し

た鎌倉仏教を例にもちだすまでもなく､仏教は

日本人の過去の精神史に大きな刻印をのこして

きました｡そして現在も未来も可能性に満ちた

宗教です｡その可能性をあきらかにするために

も､一部の日本仏教の現状はきびしく批判され
なければなりませんO批判の意識をもちながら

それぞれのテーマについてお述べください｡

※執筆依頼時に添付された ｢特集のねらし､｣｡依

頬時の特集タイ トルは｢日本仏教を叱る｣だった｡
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小
乗
仏
教
は
保
守
化
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
て
い
て

一
般
の
在
家
信
者
の
こ
と
な
ど
顧
み
な
い

｢劣
っ
た
｣
仏
教
だ
と
日
本
で
は

一
般
に
考
え
ら
れ
て
き
た

が
､
そ
れ
で
も
自
ら
の
思
考
や
噂
好
を
形
成

す
る
上
で
日
本
仏
教
か
ら
な
に
が
し
か
の
影

響
を
受
け
て
い
る
日
本
人
の
多
-
に
も
共
有

さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
'
ま
た
日
本
仏
教

は
僧
侶
た
ち
だ
け
に
担
わ
れ
て
い
る
の
で
は

な
-
､
そ
う
し
た

一
般
の
日
本
人
の
多
-
に

よ
っ
て
も
担
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
'
当

然
私
自
身
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
に

な
り
､
｢日
本
仏
教
を
叱
る
｣
こ
と
は
僧
侶

や
ら
教
団
だ
け
を
叱
る
の
で
は
な
-
､
私
自

身
を
も
叱
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う

こ
と
に
今
さ
ら
な
が
ら
気
が
つ
い
た
の
で
あ

る
｡日

本
仏
教
を
叱
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
自

分
自
身
を
も
叱
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
し
ま

う
の
か
と
い
う
や
や
こ
し
い
問
題
は
ひ
と
ま

ず
横
に
お
い
て
お
-
こ
と
に
し
て
'
ま
ず
は

簡
単
な
こ
と
､
つ
ま
-
日
本
の
僧
侶
た
ち
を

叱
る
こ
と
か
ら
片
づ
け
て
お
-
こ
と
に
し
よ

トつ
0

タ
イ
仏
教
と
の
出
会
い

そ
も
そ
も
仏
教
僧
で
も
仏
教
学
者
で
も

な

い
私
が
仏
教
に
関
心
を
持
つ
大
き
な
き
っ

か
け
と
な
っ
た
の
は
'
今
か
ら
二
〇
年
ほ
ど

前
に
タ
イ
に
留
学
し
て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ

る
｡
農
村
開
発
に
関
心
の
あ
っ
た
私
は
､
タ

イ
の
あ
ち
こ
ち
の
農
村
を
訪
ね
歩
い
て
い

た
｡
そ
う
す
る
う
ち
に
タ
イ
の
仏
教
僧
た
ち

の
中
に
農
村
開
発
に
積
極
的
に
取
り
組
み
'

し
か
も
政
府
に
よ
る
公
共
事
業
中
心
の
い
わ

ゆ
る

｢上
か
ら
の
開
発
｣
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ

で
は
な
-
'
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
特
性
を
い

か
し
た
民
衆
参
加
型
の
開
発
を
め
ざ
し
て
い

る
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
こ
と
を
知
り
'
実
際
そ

う
し
た
僧
侶
が
活
動
を
し
て
い
る
農
村
を
い

-
つ
か
訪
ね
た
り
も
し
た
｡
こ
の
よ
う
な
活

動
を
す
る
僧
侶
は
タ
イ
で
は
｢開
発
僧
｣
(プ

ラ
ソ
ン
･ナ
ッ
ク
パ
タ
ナ
-
)
と
呼
ば
れ
る
｡

私
は
何
人
か
の

｢開
発
僧
｣
と
知
り
合
い
に

な
り
'
彼
ら
を
通
じ
て
さ
ら
に
別
の
開
発
僧

や
ま
た
開
発
僧
で
は
な
い
､
さ
ま
ざ
ま
な
タ

イ
プ
の
タ
イ
の
僧
侶
た
ち
と
知
り
合
う
こ
と

に
な
っ
た
｡

私
が
タ
イ
に
留
学
し
て
い
た

一
九
八
〇

年
代
に
は
タ
イ
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
日

本
人
が
ま
だ
少
な
か
っ
た
た
め
､
い
ろ
い
ろ

な
人
か
ら
通
訳
を
頼
ま
れ
た
｡
タ
イ
の
僧
侶

に
知
り
合
い
が
多
-
'
ま
た

一
般
の
人
が
あ

ま
り
知
ら
な
い
よ
う
な
仏
教
用
語
も
多
少
は

知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
､
タ
イ
の
僧
侶

が
日
本
人
と
会
う
際
の
通
訳
を
依
頼
さ
れ
る

こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
｡

あ
る
時
'
タ
イ
の
開
発
僧
の
活
動
を
見

学
に
来
た
日
本
の
年
配
の
僧
侶
が
､
｢小
乗

仏
教
の
僧
侶
で
も
こ
う
い
う
活
動
を
す
る
の
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で
す
か
?
｣
と
質
問
し
た
｡
そ
の
前
後
の
そ

の
人
の
言
動
か
ら
考
え
て
､
特
に
深
い
考
え

が
あ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
質
問
と
い
う
わ
け
で

は
な
-
､
た
だ
単
に
素
朴
な
疑
問
と
し
て
彼

の
心
に
わ
き
上
が
っ
た
問
い
を
そ
の
ま
ま
口

に
出
し
た
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
｡
通
訳

と
し
て
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
私
は

一
瞬
途

方
に
-
れ
た
｡
目
の
前
に
い
る
こ
の
タ
イ
の

僧
侶
は
､
そ
も
そ
も
彼
が
信
仰
し
､
実
践
し

て
い
る
仏
教
が

｢小
乗
｣
仏
教
で
あ
る
と
認

識
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
さ
え
疑
問
に
思
わ

れ
た
｡
｢大
乗
｣
は
タ
イ
語
で
は
パ
ー
リ
語

を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
マ
ハ
ヤ
ー
ン
'
｢小
乗
｣

は
ヒ
ナ
ヤ
ー
ン
と
呼
ば
れ
る
｡
し
か
し
タ
イ

人
自
身
は
普
段
は
自
分
た
ち
の
仏
教
の
こ
と

は

｢小
乗
｣
(ヒ
ナ
ヤ
ー
ン
)
と
は
呼
ば
ず

に

｢上
座
部
｣
(テ
ラ
ヮ
-
ト
)
と
呼
ん
で

い
る
｡

日
本
人
の
小
乗
仏
教
観

そ
の
時
そ
の
タ
イ
の
僧
侶
が
何
と
答
え
た

か
に
つ
い
て
書
-
前
に
､
日
本
人
の

｢大
乗
｣

仏
教
観
と

｢小
乗
｣
仏
教
観
に
つ
い
て
少
し

確
認
し
て
お
き
た
い
｡
日
本
で
は
学
校
教
育

の
場
に
お
い
て
も
､仏
教
に
は
｢大
乗
｣
と
｢小

乗
｣
の
二
種
類
が
あ
る
と
教
え
て
き
て
い
る
｡

少
し
前
か
ら

｢小
乗
｣
と
い
う
の
は
蔑
称
な

の
で
使
う
べ
き
で
は
な
-
､
｢上
座
部
｣
と

呼
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
教
え
る
よ
う
に
は
な
っ

て
い
る
が
､
ほ
と
ん
ど
の
場
合
そ
れ
は
言
葉

の
置
き
換
え
に
過
ぎ
ず
､
そ
の
内
実
に
お
い

て
は
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
は
'
日
本
の
仏
教

と
比
べ
る
と
倫
理
的
に
も
哲
学
的
に
も
数
段

劣
っ
た

｢小
乗
｣
仏
教
な
の
だ
と
い
う
見
方

が

一
般
的
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
か
ろ
う
｡

岩
波
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る

『仏
教

辞
典
』
の
｢大
乗
仏
教
｣
の
項
目
に
は
'
｢-
-
】

小
乗
教
徒
が
自
利
の
み
に
走
り
'

一
般
の
在

家
信
者
を
顧
み
な
い
傾
向
が
強
か
っ
た
の
に

対
し
'
菩
薩
た
ち

(大
乗
仏
教
の
僧
侶
の
こ

と
)
は
み
ず
か
ら
が
仏
陀
と
な
る
こ
と
と
と

も
に
､
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
､
あ
ら
ゆ
る

人
々
を
さ
と
ら
せ
'
救
済
し
よ
う
と
す
る
慈

悲
を
強
調
し
た
か
ら
大
乗
と
い
う
｣
と
書
か

れ
て
い
る
｡
ま
た
､
山
川
出
版
社
の

『世
界

史
用
語
集
』
は
｢大
乗
仏
教
｣
に
つ
い
て
､
｢紀

元
前
後
か
ら
'
保
守
化
形
式
化
し
た
小
乗
仏

教
に
対
し
て
興
っ
た
新
仏
教
｡
【大
き
な
乗

り
物
】
の
意
で
'
菩
薩
信
仰
を
も
と
に
､
す

べ
て
の
人
間
の
救
済
を
め
ざ
す
｡
実
践
的
に

な
る
と
と
も
に
'
深
遠
な
教
理
が
形
成
さ
れ

て
い
っ
た
｣
と
説
明
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
小

乗
仏
教
は
保
守
化
形
骸
化
し
て
し
ま
っ
て
い

て
､
深
遠
な
教
理
も
も
た
ず
､
実
践
的
で
も

な
-
､
自
利
の
み
に
走
っ
て
､

一
般
の
在
家

信
者
の
こ
と
な
ど
顧
み
な
い

｢劣
っ
た
｣
仏

教
だ
と
日
本
で
は
一
般
に
考
え
ら
れ
て
き
た

の
で
あ
る
｡

そ
う
し
た

｢常
識
｣
を
身
に
つ
け
た
日
本

人
が
.､
あ
ば
ら
屋
の
よ
う
な
粗
末
な
寺
に
家

族
も
持
た
ず
に
暮
ら
し
な
が
ら
､
村
人
の
暮

ら
し
ぶ
り
を
よ
-
す
る
た
め
の
活
動
を
熱
心

に
行
っ
て
い
る
開
発
僧
を
見
る
と
､
｢小
乗

仏
教
な
の
に
ど
う
し
て
-
-
｣
と
つ
い
思
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
そ
の
逆
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に
､
タ
イ
で
開
発
僧
た
ち
の
活
動
を
見
た
私

に
は
'
日
本
の
僧
侶
や
教
団
､
さ
ら
に
は
仏

教
学
者
の
有
り
様
を
み
る
と
､
思
わ
ず

｢自

ら
大
乗
仏
教
だ
と
名
乗
っ
て
い
る
の
に
ど
う

し
て
-
-
｣
と
尋
ね
た
-
な
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
｡

静
谷
正
雄
は
'
大
乗
仏
教
が
起
こ
っ
た
背

景
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
｡

ま
ず
第

一
に
､
部
派
仏
教
の
あ
り
方
に
対

す
る
強
い
不
満
が
あ
げ
ら
れ
る
｡
紀
元
後

一
世
紀
に
な
る
と
､
部
派
教
団
の
比
丘
た

ち
は
'
そ
の
所
属
す
る
部
派
の
僧
院
内
に

定
住
し
､
豊
か
な
寄
付
財
産
に
支
え
ら
れ

て
､
仏
典
の
注
釈
的
研
究
に
専
念
す
る
よ

う
に
な
っ
た
｡
彼
ら
は
世
俗
社
会
か
ら
分

離
し
た
僧
院
内
で
､
そ
の
生
活
環
境
に
ふ

さ
わ
し
い
遁
世
的
な
声
間
道
の
体
系
樹
立

に
没
頭
し
た
｡
も
ち
ろ
ん
､
部
派
教
団
と

い
え
ど
も
世
俗
信
者

へ
の
教
化
を
軽
視
し

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
し
､
在
家
信
者
に

大
き
な
影
響
力
を
も
つ
部
派
の
高
僧
も
い

｢...:I:.:.''.T.:..I,7

仏
教
の

｢小
乗
化
｣
現
象
を
自
分
自
身
も
含
め
て

日
本
社
会
全
体
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て

と
ら
え
る
必
要
が
あ
ろ
う

た
｡
そ
う
で
な
-
て
は
僧
院
の
建
立
も
'

僧
院

へ
の
豊
か
な
寄
進
も
､
生
ま
れ
て
こ

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
'
全
般

的
に
い
え
ば
､
彼
ら
は
世
俗
社
会
の
利
福

に
対
す
る
積
極
的
な
関
心
と
行
動
を
欠
い

て
い
た
｡
彼
ら
は
ま
す
ま
す
精
密
と
な
っ

た
教
義
の
研
究
と
声
間
道
の
修
習
に
追
わ

れ
'
自
己
自
身
の
解
脱
だ
け
を
第

一
に
し

て
､
他
の
人
々
を
利
益
す
る
態
度
を
忘
却

し
た
の
で
あ
る
｡

(静
谷
正
雄

『初
期
大
乗
仏
教
の
成
立
過

程
』
百
華
社
'
一
九
七
四
年
､
二
九

一
貫
)

し
か
し
こ
こ
に
措
か
れ
て
い
る
部
派
教

団
'
つ
ま
り
小
乗
仏
教
の
姿
は
､
ま
さ
し
く

現
在
の
日
本
仏
教
の
あ
り
方
そ
の
も
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
｡
僧
侶
は
僧
院
内
に
定
住
し

て
い
る
だ
け
で
な
-
､
そ
れ
を
自
分
の
私
有

財
産
だ
と
見
な
し
て
い
る
｡僧
侶
の
多
-
は
､

仏
典
研
究
に
な
ど
あ
ま
り
興
味
を
示
し
て

い
な
い
が
'
か
と
い
っ
て
世
俗
社
会
の
利
福

の
た
め
に
積
極
的
に
行
動
を
し
て
い
る
わ
け

で
も
な
い
｡
も
ち
ろ
ん
仏
典
研
究
に
い
そ
し

ん
で
い
る
僧
侶
や
仏
教
学
者
も
い
る
が
､
そ

の
多
-
は
'
世
俗
社
会
か
ら
隔
離
さ
れ
た
僧

院
や
ら
大
学
の
研
究
室
の
中
で
仏
典
の
遁
世

的
､
注
釈
的
研
究
に
専
念
し
て
い
る
だ
け
で
､

世
俗
社
会
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
対

し
て
は
黙
し
て
何
も
語
ら
な
い
｡

日
本
仏
教
と
日
本
社
会
の

｢小
乗
｣
化

現
在
の
日
本
仏
教
を

｢大
乗
｣
と
呼
ぶ
の

は
ま
さ
に
詐
称
で
あ
り
'
学
校
教
育
で
も
､
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｢も
と
も
と
は
大
乗
を
目
指
し
た
日
本
仏
教

で
あ
っ
た
が
､
現
在
で
は
タ
イ
仏
教
よ
-
ち

ず
っ
と
小
乗
的
に
な
っ
て
い
る
｣
と
教
え
た

方
が
､
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
対
し
て
根
拠

の
全
-
な
い
優
越
感
を
日
本
人
が
抱
い
て
し

ま
う
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

し
､
ま
た
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
か
ら
学
ぶ
貴

重
庵
機
会
を
み
す
み
す
逃
し
て
し
ま
う
と
い

う
大
き
な
損
失
を
防
ぐ
上
で
も
望
ま
し
い
よ

う
に
さ
え
思
わ
れ
る
｡

さ
て
こ
う
し
た
問
題
が
､
た
だ
単
に
仏
教

僧
や
仏
教
教
団
だ
け
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ

ノれ
ば
､
た
だ
彼
ら
の
体
た
ら
-
を

｢叱
る
｣

だ
け
で
い
い
で
あ
ろ
う
が
､
｢小
乗
化
｣
'
つ

ま
り
保
守
化
し
て
現
状
追
認
に
終
始
し
'
自

利
に
の
み
走

っ
て
､
他
人
の
こ
と
な
ど
顧

み
な
-
な
る
と
い
う
こ
と
は
､
仏
教
界
に
だ

け
見
ら
れ
る
現
象
で
は
な
-
､
日
本
社
会
全

体
に
広
範
に
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
こ
と
を

考
え
る
と
､
た
だ
単
に
仏
教
僧
や
仏
教
教
団

だ
け
を

｢叱
る
｣
だ
け
で
な
-
'
｢小
乗
化
｣

現
象
を
自
分
自
身
も
含
め
て
日
本
社
会
全
体

に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
必
要
が

あ
ろ
う
｡

し
か
し
た
だ
現
状
を
嘆
い
て
い
る
だ
け
で

は
､
事
態
は
好
転
し
な
い
｡
ま
た
日
本
社
会

の

｢小
乗
化
｣
の
原
因
は
日
本
国
憲
法
と
教

育
基
本
法
に
あ
る
と
し
て
､
そ
れ
を
大
日
本

帝
国
憲
法
と
教
育
勅
語
に
置
き
換
え
る
こ
と

を
主
張
す
る
者
も
い
る
が
'
日
本
仏
教
と
日

本
社
会
の
｢小
乗
化
｣
は
何
も
戦
後
に
始
ま
っ

た
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
'
そ
ん

な
こ
と
に
よ
っ
て

｢小
乗
化
｣
問
題
が
解
決

す
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
｡
こ
の
間
題
は

ど
こ
か
に
簡
単
な
答
え
が
こ
ろ
が
っ
て
い
る

よ
う
な
な
ま
や
さ
し
い
問
題
で
は
な
い
が
'

こ
の
間
題
に
取
-
組
む
た
め
の
い
-
つ
か
の

重
要
な
ヒ
ン
ト
を
､
タ
イ
を
は
じ
め
と
す
る

東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
の
新
し
い
動
き
の
中
か

ら
兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か

と
私
は
考
え
て
い
る
｡
｢小
乗
化
｣
し
た
日

本
仏
教
を

｢再
大
乗
化
｣
す
る
た
め
の
ヒ
ン

ト
を
得
る
た
め
に
'
再
び
話
を
タ
イ
に
戻
す

こ
と
に
し
た
い
｡

タ
イ
の
開
発
僧
の
反
応

話
を
先
ほ
ど
の
場
面
に
戻
そ
う
｡
｢小
乗

仏
教
な
の
に
ど
う
し
て
-
-
｣
と
尋
ね
ら

れ
た
タ
イ
人
の
開
発
僧
は
､
私
の
予
想
に
反

し
て

｢大
乗
｣
仏
教
が

｢小
乗
｣
仏
教
を
ど

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
て
い
る
か
を
よ
く

知
っ
て
い
た
｡
そ
し
て
静
か
に
こ
う
答
え
た
｡

｢確
か
に
こ
れ
ま
で
タ
イ
の
仏
教
は
自
利
ば

か
り
に
目
を
向
け
す
ぎ
て
い
た
と
思
う
｡
で

も
上
座
部
仏
教
で
も
そ
の
本
来
の
教
え
を
実

践
す
れ
ば
在
家
信
者
や
自
然
環
境
を
顧
み
な

い
で
自
ら
の
解
脱
だ
け
に
つ
い
て
考
え
る
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
｡
私
は
こ
の

上
座
部
仏
教
の
や
り
方
に
慣
れ
親
し
ん
で
き

た
の
で
､
上
座
部
仏
教
の
方
法
で
､
社
会
活

動
も
続
け
'
ま
た
仏
教
僧
と
し
て
の
活
動
も

続
け
て
い
-
つ
も
-
だ
が
､
こ
れ
が
唯

一
絶

対
の
方
法
だ
と
は
思
わ
な
い
｡
大
乗
に
は
大

乗
の
や
-
方
が
あ
る
だ
ろ
う
し
､
き
っ
と
そ

れ
に
よ
っ
て
も
仏
教
僧
と
し
て
の
修
行
と
社

会
の
た
め
の
活
動
と
を
互
い
に
関
係
さ
せ
合
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プッタタート

い
な
が
ら
そ
の
両
方
を
行

っ
て
い
-
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
｡
大
乗
に
は
そ
う
し
た
長
い

経
験
が
あ
る
の
だ
か
ら
､
私
も
機
会
が
あ
れ

ば
そ
う
し
た
大
乗
の
経
験
か
ら
も
学
び
た
い

と
思

っ
て
い
る
｡
日
本
の
僧
侶
が
今
い
ろ
い

ろ
な
社
会
問
題
に
ど
の
よ
う
に
取
-
組
ん
で

い
る
の
か
教
え
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
う
｣

こ
の
タ
イ
人
の
僧
侶
は
､
日
本
の
僧
侶
は

酒
も
飲
む
し
､
結
婚
を
し
て
､
家
族
も
持
て

る
と
聞
い
て
目
を
丸
く
し
て
い
た
く
ら
い
だ

か
ら
､
日
本
仏
教
の
実
態
に
つ
い
て
ほ
と
ん

ど
知
識
が
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
だ
か
ら
､

日
本

の
僧
侶

の
社
会
問
題

へ
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
逆
に
質
問
し
た
の
も
､
｢偉
そ
う

に
大
乗
と
名
乗

っ
て
い
る
あ
な
た
た
ち
だ

っ

て
､
大
し
た
こ
と
は
何
も
し
て
い
な
い
で
は

な
い
か
｣
と
い
う
反
論
を
試
み
よ
う
と
し
た

か
ら
で
は
な
-
､
こ
れ
ま
た
極
め
て
純
粋
で

素
朴
な
興
味
か
ら
出
た
質
問
の
よ
う
に
思
わ

れ
た
｡
そ
の
時
日
本
側
の
僧
侶
が
何
と
答
え

た
の
か
は
私
は
よ
-
覚
え
て
い
な
い
｡
彼
が

何
か
も
ぞ
も
ぞ
と
少
し
決
ま
-
悪
そ
う
に
言

い
､
私
は
そ
の
答
え
を
あ
ま
り
感
心
せ
ず
に

と
-
あ
え
ず
タ
イ
語
に
訳
し
た
と
い
う
こ
と

だ
け
が
記
憶
に
残
っ
て
い
る
｡

そ
の
時
タ
イ
人
の
僧
侶
も
こ
の
間
題
に
つ

い
て
は
そ
れ
以
上
語
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た

が
､
私
は
少
し
気
に
な
っ
た
の
で
､
別
れ
際

に
上
座
部
仏
教
の
立
場
か
ら
社
会
活
動
に
僧

侶
が
か
か
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
何
か
書
か
れ

た
も
の
が
あ
れ
ば
教
え
て
ほ
し
い
と
言

っ
て

み
た
と
こ
ろ
､
そ
う
い
う
こ
と
に
関
心
が
あ
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る
な
ら
､
プ
ツ
タ
タ
ー
ト
の
著
作
を
読
む
と

い
い
と
言
わ
れ
た
｡

私
は
プ
ツ
タ
タ
1
-
の
名
前
は
そ
れ
ま
で

に
も
何
度
も
耳
に
し
て
い
た
し
､
実
は
そ
の

写
真
も
何
度
も
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡
当
時

私
は
タ
イ
の
い
ろ
い
ろ
な
N
G
O
の
事
務
所

な
ど
に
出
入
り
す
る
機
会

が
多
か
っ
た
が
､

そ
こ
に
は
よ
く
プ

ッ
タ
タ

-
ト
の
ポ
ス
タ
ー

が
張

っ
て
あ
っ
た
｡
ま
た
社
会
問
題
を
扱
う

本
な
ど
を
た
-
さ
ん
そ
ろ
え
て
い
る
バ
ン
コ

ク
の
本
屋
で
本
を
買
っ
た
時
に
､
粗
品
と
し

て
プ
ツ
タ
タ
ー
ト
の
カ
ラ
ー
写
真
の
つ
い
た

き
れ
い
な
し
お
り
を
も
ら

っ
た
こ
と
も
あ
っ

た
｡プ

ツ
タ
タ
-
ト
は
､

一
九
九
三
年
に
八
七

歳
で
亡
-
な

っ
た
タ
イ
の
高
僧
で
あ
る
｡
私

が
タ
イ
に
い
た

一
九
八

〇
年
代
に
は
タ
イ

の
社
会
活
動
家
の
間
で
は
絶
大
な
人
気
を
博

し
て
お
-
､
ち
ょ
っ
と
大
き
な
書
店
に
い
け

ば
彼
の
著
作
が
ず
ら
っ
と
な
ら
ん
で
い
る
と

い
う
状
況
だ

っ
た
｡
前
か
ら
気
に
な

っ
て
い

た
の
で
､
開
発
僧
の
言
葉
に
従

っ
て
プ

ツ
タ

タ
-
ト
の
著
作
を
何
冊
か
買

っ
て
み
た
｡
し

か
し
買

っ
て
は
み
た
も
の
の
､
す
ぐ
に
は

読
ま
ず
に
し
ば
ら
-
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い

た
の
で
あ
る
が
､
そ
の
う
ち
今
度
は
プ

ツ
タ

タ
ー
ト
が
い
る
ス
ワ
ン
モ
ー
ク
寺
で
開
か
れ

る
仏
教
と
社
会
活
動
に
つ
い
て
の
国
際
会
議

に
日
本
か
ら
も
参
加
者
が
来
る
の
で
､
そ
の

通
訳
を
し
な
い
か
と
い
う
話
が
あ
-
､
慌
て

て
彼
の
本
を
読
む
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
｡

フ
ッ
タ
ク
ー
ト
の
経
歴

プ

ッ
タ
タ

ー
ト
は

一
九

〇
六
年
に
タ
イ

の
南
部

ス
ラ
ー
タ

こ
県

で

生
ま
れ
､
二
〇

歳
の
時
に
地
元
の
寺
で
出
家
し
た
｡
法
話

が

プ
ツ
タ
タ
ー

ト
は

バ
ン
コ
ク
の
仏
教
の

｢小
乗
性
｣
と

｢欺
隔
性
｣
に
対
し
て

深
い
失
望
と
強
い
憤
り
を
感
じ
た

う
ま
-
､
パ
ー
リ
語
の
習
得
に
も
秀
で
て
い

た
プ

ツ
タ
タ
-
ト
は
､
周
囲
の
勧
め
に
し
た

が
っ
て
仏
教

に
つ
い
て
の
勉
強
を
深
め
る
た

め
に
､
二
四
歳
の
時
に
バ
ン
コ
ク
に
赴
き
､

バ
ン
コ
ク
の
寺
院
に
二
年
間
滞
在
し
て
パ
ー

リ
語
教
典

の
研
究
な
ど
を
し
た
｡
プ

ツ
タ

タ
ー
ト
の
才
能
は
バ
ン
コ
ク
の
僧
侶
た
ち
の

問

で
も
注
目
さ
れ
た
が
､
プ
ッ
タ
タ
-
ト
自

身
は
こ
の
二
年
間
の
バ
ン
コ
ク
滞
在

の
間
に

当
時
の
タ
イ
仏
教
に
強
い
失
望
を
感
じ
､
バ

ン
コ
ク
に
は
二
年
間
滞
在
し
た
だ
け
で
､
再

び
生
ま
れ
故
郷
の
ス
ラ
ー
タ

こ
県
チ
ャ
イ

ヤ
ー
郡
に
戻
-
､
そ
こ
に
ス
ワ
ン
モ
ー
ク
寺

を
開
き
､
以
後

一
九
九
三
年
に
八
七
歳
で
こ

の
世
を
去
る
ま
で
､
こ
の
ス
ワ
ン
モ
ー
ク
寺

を
拠
点
に
し
続
け
た
｡

プ

ツ
タ
タ

ー
ト
は
､
バ
ン
コ
ク
の
仏
教

の

｢小
乗
性
｣
と

｢欺
満
性
｣
に
対
し
て
深

い
失
望
と
強
い
憤
り
を
感
じ
た
の
で
あ
る
｡

プ
ツ
タ
タ
-
ト
が
バ
ン
コ
ク
の
き
ら
び
や
か

な
寺
院
の
中
で
見
た
の
は
､
ま
さ
に
先
に
引

用
し
た
静
谷
正
雄
の
著
作
に
措
か
れ
て
い
た
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プ
ツ
タ
タ
ー
ト
は

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
や
苦
し
み
は

相
互
関
係
性
の
本
来
あ
る
べ
き
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が

崩
れ
た
と
き
に
生
じ
る
と
考
え

よ
う
な
小
乗
仏
教
の
世
界
'
つ
ま
-
現
在
の

日
本
仏
教
と
同
じ
よ
う
に
､
遁
世
的
教
典
研

究
と
教
団
内
の
立
身
出
世
に
し
か
関
心
の
な

い
よ
う
な
エ
リ
ー
ト
僧
と
'
と
も
す
れ
ば
仏

教
と
は
あ
ま
り
関
係
の
な
い
占
い
や
ら
迷
信

の
方
に
気
を
と
ら
れ
が
ち
な

一
般
僧
か
ら
な

る
世
界
だ
っ
た
｡
プ
ツ
タ
タ
-
ト
は
そ
の
よ

う
な
当
時
の
タ
イ
仏
教
に
失
望
し
'
そ
れ
に

か
わ
る
仏
教
の
あ
-
方
を
模
索
し
'
実
践
し

よ
う
と
し
て
'
生
ま
れ
故
郷
の
ス
ラ
ー
タ
ニ

県
に
戻
っ
て
山
寺
を
開
い
た
の
で
あ
る
｡
彼

は
多
-
の
人
々
の
尊
敬
を
集
め
､
社
会
活
動

家
だ
け
で
な
-
､
政
府
高
官
の
中
に
も
そ
の

信
奉
者
が
多
-
､
ま
た
タ
イ
の
仏
教
界
の
中

枢
か
ら
も
そ
の
高
い
学
識
に
対
し
て
一
目
を

置
か
れ
て
い
た
が
､
タ
イ
の
仏
教
教
団
組
織

る内
の
位
階
に
は
関
心
を
示
さ
ず
､
教
団
内
の

重
要
な
役
職
に
は
就
こ
う
と
し
な
か
っ
た
｡

当
時
の
タ
イ
仏
教
の

｢小
乗
性
｣
を
乗
り

越
え
る
こ
と
を
目
指
し
た
プ
ツ
タ
タ
-
ト
の

思
想
と
行
動
は
､
タ
イ
仏
教
以
上
に

｢小
乗

化
｣
し
て
し
ま
っ
て
い
る
日
本
仏
教
を
再
生

さ
せ
た
い
と
思
う
者
に
と
っ
て
参
考
に
な
る

と
思
わ
れ
る
の
で
'
彼
の
思
想
と
行
動
に
つ

い
て
少
し
紹
介
し
て
お
-
こ
と
に
し
た
い
｡

フ
ッ
タ
タ
ー
ト
の
仏
教
思
想
と

タ
イ
仏
教
の

｢大
乗
｣
化

彼
の
思
想
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
'
｢相

互
関
係
性
に
対
す
る
気
づ
き
｣
と
で
も
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
｡
｢相
互
関
係
性
｣
と
は

仏
教
用
語
で
言
え
ば

｢縁
起
｣
で
あ
る
｡
従

来
の
タ
イ
仏
教
で
は

｢縁
起
｣
は
主
に
時
系

列
的
に
縦
方
向
に
作
用
す
る
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
た
｡
つ
ま
り
前
世
の
行
い
が
今
世

に
影
響
し
'
今
世
の
行
い
が
来
世
に
影
響
す

る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
プ
ツ

タ
タ
-
ト
は
こ
う
し
た
縁
起
観
を
否
定
L
t

水
平
方
向
の

｢縁
起
｣
'
つ
ま
-
同
時
代
的

な
関
係
性
を
重
視
す
る
の
が
本
来
の
仏
教
だ

と
説
い
た
｡
プ
ッ
タ
タ
ー
ト
は
パ
ー
リ
語
で

書
か
れ
た
原
始
仏
教
経
典
に
直
接
あ
た
る
こ

と
に
よ
っ
て
､
ブ
ツ
ダ
自
身
は
死
後
の
世
界

に
つ
い
て
は
語
っ
て
お
ら
ず
､
ブ
ツ
ダ
の
教

え
は

｢
こ
の
世
｣
と

｢あ
の
世
｣
の
一
方
向

的
な
関
係
性
に
つ
い
て
で
は
な
-
､
｢
こ
の

世
｣
の
森
羅
万
象
の
間
の
相
互
関
係
性
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
プ

ツ
タ
タ
ー
ト
は
'
こ
の
世
の

物
事
は
す
べ
て
互
い
に
関
係
し
合
っ
て
い
る

こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
浬
薬

に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
-
｡
プ
ツ
タ
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夕
-
ト
は
浬
案
と
は
｢自
我
｣
ま
た
は
｢自
性
｣

が

｢空
｣
で
あ
る
こ
と
を
深
-
実
感
で
き
て

い
る
状
態
だ
と
定
義
す
る
｡
そ
し
て
｢自
性
｣

が

｢空
｣
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
た
め

に
は
'
す
べ
て
の
も
の
が
関
係
し
合
っ
て
い

る
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
す

る
｡
そ
こ
に
全
-
何
も
な
い
か
ら

｢空
｣
な

の
で
は
な
-
'
そ
こ
に
あ
る
も
の
が
他
の
も

の
す
べ
て
と
つ
な
が
り
あ
い
､
関
係
し
合
っ

て
い
る
か
ら
､
そ
れ
を
そ
の
も
の
と
し
て
だ

け
認
識
し
よ
う
と
す
れ
ば
そ
れ
は

｢空
｣
と

な
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

プ
ツ
タ
タ
-
ト
に
よ
る

｢縁
起
｣
と

｢浬

築
｣
の
こ
の
よ
う
な
再
解
釈
は
､
タ
イ
の
僧

侶
や

一
般
信
徒
の
行
動
に
大
き
な
変
化
を
迫

る
も
の
と
な
っ
た
｡
従
来
の
タ
イ
仏
教
で
は
'

あ
る
人
が
貧
し
い
の
は
'
前
世
の
行
い
に
原

因
が
あ
る
と
さ
れ
､
そ
れ
へ
の
対
処
法
と
し

て
は
'
前
世
の
悪
行
の
悪
影
響
を
何
ら
か
の

ま
じ
な
い
で
取
り
除
-
か
､
ま
た
は
今
世
で

の
不
遇
は
運
命
と
あ
き
ら
め
て
'
と
り
あ
え

ず
今
世
で
は
せ
っ
せ
と
寺
に
寄
進
で
も
し
て

功
徳
を
少
し
で
も
積
ん
で
来
世
に
期
待
す
る

と
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
け
だ
っ
た

が
'
縁
起
が
今
世
で
完
結
す
る
も
の
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
､
あ
る
人
が
貧
し
い
の
は
こ

の
現
世
の
ど
こ
か
に
そ
の
原
因
が
あ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
｡

プ
ツ
タ
タ
-
ト
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
や

苦
し
み
は
相
互
関
係
性
の
本
来
あ
る
べ
き
微

妙
な
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
と
き
に
生
じ
る
と

考
え
る
｡
あ
る
木
が
枯
れ
る
時
､
そ
の
直
接

的
な
原
因
は
そ
の
木
の
内
部
の
生
物
学
的
バ

ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
こ
と
に
あ
る
か
も
知
れ
な

い
が
､
そ
の
木
の
内
部
の
生
物
的
バ
ラ
ン
ス

が
崩
れ
た
原
因
は
そ
の
木
の
周
辺
の
生
態
系

の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
こ
と
に
あ
る
か
も
し

れ
な
い
｡
ま
た
あ
る
人
が
悩
み
苦
し
ん
で
い

る
と
き
､
そ
の
直
接
的
な
原
因
は
そ
の
人
の

心
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
こ
と
に
あ
る
で
あ

ろ
う
が
､
そ
の
人
の
心
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ

た
原
因
は
そ
の
人
を
取
り
巻
-
人
間
関
係
や

社
会
の
構
造
に
問
題
が
あ
る
か
ら
か
も
し
れ

な
い
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
､
社
会
的
に
恵
ま

れ
な
い
立
場
に
あ
る
人
た
ち
の
境
遇
は
'
彼

ら
が
寺
に
寄
進
な
ど
を
し
て
功
徳
を
積
む
こ

と
に
よ
っ
て
で
は
な
-
､
彼
ら
を
取
-
巻
-

経
済
的
､
社
会
的
､
政
治
的
な
関
係
を
変
え

て
い
-
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
改
善
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
｡
社
会
問
題
に
目
を
つ
む
っ
て
一

人
山
寺
に
こ
も
っ
て
隈
想
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
､
あ
る
種
の

｢浬
築
｣
の
境
地
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
､
そ
の
よ
う
な
｢浬

築
｣
は
さ
し
て
意
味
の
あ
る
も
の
で
は
な
い

と
プ
ツ
タ
タ
-
ト
は
い
う
｡
本
当
の
｢浬
磐
｣

の
状
態
に
お
い
て
は
､利
己
心
は
な
く
な
り
'

無
我
と
な
ら
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
本
当
に

無
我
の
境
地
に
至
っ
た
者
に
と
っ
て
は
､
ま

だ
多
-
の
人
が
苦
し
ん
で
い
る
中
に
あ

っ

て
自
分

一
人
だ
け
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
て

も
'
そ
の
こ
と
自
体
は
何
の
意
味
も
な
い
こ

と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
｡
あ
る
人
が
他
の
人

よ
り
も
先
に

｢浬
磐
｣
ま
た
は

｢浬
築
｣
に

近
い
境
地
に
達
す
る
こ
と
に
何
ら
か
の
意
味

が
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
そ
の
人
が

｢浬
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磐
｣
に
近
づ
い
た
こ
と
が
'
社
会
全
体
､
そ

し
て
人
間
社
会
を
も
含
め
た
生
態
系
全
体
の

本
来
あ
る
べ
き
バ
ラ
ン
ス
を
回
復
､
維
持
す

る
こ
と
に
何
ら
か
の
か
た
ち
で
貢
献
で
き
る

場
合
に
お
い
て
で
あ
る
と
プ
ツ
タ
タ
-
ト
は

考
え
る
｡

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
本
当
の
浬
磐
の
方
向

に
進
む
た
め
に
は
､
他
の
こ
と
に
関
心
を
も

た
ず
に
た
だ
ひ
た
す
ら
快
適
な
環
境
の
下
で

三
昧

(サ
マ
ー
テ
ィ
)
や
止
観

(ウ
ィ
パ
ッ

サ
ナ
)
を
す
る
こ
と
よ
り
も
､
他
の
人
々
の

た
め
に
汗
を
流
し
て
働
-
こ
と
の
方
が
ず
っ

と
意
味
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
､
三
昧
や
止
観

は
他
の
人
々
の
た
め
に
働
き
な
が
ら
で
も
行

う
こ
と
が
で
き
る
し
､
ま
た
そ
う
す
べ
き
で

あ
る
と
説
い
た
｡
ま
た
こ
の
世
の
中
の
も
の

す
べ
て
が
互
い
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
こ
と

を
理
解
す
る
た
め
に
は
､
自
然
を
よ
-
観
察

し
て
､
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
物
が
い
か
に
互
い

に
関
係
し
合
っ
て
全
体
と
し
て
微
妙
な
バ
ラ

ン
ス
を
保
ち
な
が
ら
共
存
し
て
い
る
か
を
知

る
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
し
て

｢自

r7
-.日

..;

然
に
学
ぶ
｣
こ
と
も
推
奨
し
た
｡
寺
の
中

だ
け
に
篭
も
っ
て
自
ら
の
解
脱
の
こ
と
だ
け

に
執
着
し
て
い
る
僧
侶
よ
り
も
'
他
の
人
の

た
め
に
我
を
忘
れ
て
熟
心
に
働
い
て
い
る
社

会
活
動
家
や
生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
を
守
る
こ

と
に
努
め
て
い
る
環
境
保
護
活
動
家
の
方
が

ブ
ツ
ダ
の
教
え
に
忠
実
に
し
た
が
っ
て
い
る

の
で
あ
り
'
彼
ら
の
方
が
浬
磐
の
境
地
に
も

よ
-
近
い
と
こ
ろ
ま
で
行
け
る
と
も
プ
ツ
タ

タ
-
ト
は
述
べ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
プ
ツ
タ
タ
-
ト
の
思
想
は
､

仏
教
が
僧
侶
以
外
の
一
般
信
徒
に
対
し
て
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
を

蘇
-
意
識
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
う

し
た
傾
向
は
彼
と
彼
の
家
族
及
び
そ
の
地
域

の
人
々
と
の
関
係
に
由
来
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
少
な
-
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

バ
ン
コ
ク
の
仏
教
に
幻
滅
し
た
時
'
プ
ツ

タ
タ
-
ト
は
誰
も
知
ら
な
い
土
地
の
人
里

離
れ
た
山
奥
に
寵
も
っ
た
の
で
は
な
-
､
家

族
の
い
る
ス
ラ
ー
タ
ニ
県
の
チ
ャ
イ
ヤ
ー
に

戻
っ
て
き
た
の
で
あ
る
｡
仏
教
教
団
内

の
立

身
出
世
の
道
を
捨
て
'
自
分
が
正
し
い
と
思

う
よ
う
な
修
行
を
続
け
な
が
ら
､
パ
ー
リ
語

の
仏
教
経
典
を
読
み
進
め
た
い
と
い
う
彼
を

経
済
的
に
支
え
た
の
は
彼
が
生
ま
れ
育
っ
た

チ
ャ
イ
ヤ
ー
の
町
の
人
た
ち
で
あ
-
､
ま
た

年
老
い
て
き
た
両
親
の
面
倒
を
彼
に
か
わ
っ

て
み
た
の
は
､
彼
の
弟
で
あ
っ
た
｡
彼
の
弟

も
仏
教
に
は
強
い
関
心
が
あ
っ
た
が
､
兄
弟

が
二
人
と
も
僧
侶
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
'

両
親
の
面
倒
を
見
る
者
も
い
な
-
な

っ
て

し
ま
う
た
め
弟
は
出
家
を
断
念
L
t
両
親
が

経
営
し
て
い
た
小
さ
な
店
を
継
い
だ
｡
弟
は

僧
侶
と
は
な
れ
な
か
っ
た
も
の
の
'
家
業
の

あ
い
ま
に
は
熱
心
に
仏
教
書
を
読
み
､
友
人

た
ち
と
仏
教
研
究
会
を
作
っ
た
り
も
し
て
い

た
｡プ

ツ
タ
タ

-
ト
に
は
自
分
が
僧
侶
と
し

て
成
し
遂
げ
た
こ
と
は
､
弟
の
犠
牲
の
上
に

な
り
た
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
強
-
あ
っ

た
｡
彼
の
弟
や
そ
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ
て

-
る

一
般
信
徒
た
ち
に
と
っ
て
､
彼
が
学
ん

だ
仏
教
は

一
体
ど
う
い
う
意
味
を
持
ち
う
る
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の
か
と
い
う
こ
と
は
､
彼
に
と
っ
て
切
実
な

問
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
僧
侶
に
な
ら

な
-
て
も
浬
磐
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

か
'
静
か
な
僧
院
の
中
で
自
分
の
こ
と
だ
け

を
考
え
て
阪
想
に
ふ
け
る
よ
り
も
､
自
分
以

外
の
人
の
た
め
に
汗
を
か
い
て
働
き
な
が
ら

三
昧
や
止
観
を
行
う
方
が
浬
葉
に
向
か
う
正

し
い
道
だ
と
い
う
彼
の
説
法
は
､
彼
の
そ
う

し
た
切
実
な
問
題
意
識
の
中
か
ら
生
ま
れ
た

の
だ
と
思
わ
れ
る
｡

プ
ツ
タ
ク
ー
ト
と
サ
ル
ト
ル
の

ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン

プ

ツ
タ
タ

ー
ト
の
著
作
の
い
-

つ
か
は

英
語
に
訳
さ
れ
'
欧
米
の
仏
教
徒
た
ち
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
､
ベ
ト
ナ
ム
人
僧
侶
の

テ
ィ
ク

･
ナ
ッ
ト

･
ハ
ン
と
と
も
に
､
英
語

で
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド

･
ブ
デ
ィ
ズ
ム
と
総
称
さ

れ
る
新
し
い
仏
教
運
動
の
思
想
的
源
流
の
一

つ
に
も
な
っ
て
い
る
｡
エ
ン
ゲ
イ
ジ
ド
と
い

う
語
が
つ
け
ら
れ
た
の
は
'
サ
ル
ト
ル
が
用

い
た
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
と
い
う
フ
ラ
ン
ス

語
に
影
響
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
｡
プ
ツ
タ

タ
ー
ト
の
思
想
と
サ
ル
ト
ル
の
思
想
と
の
間

に
は
い
-
つ
か
共
通
点
も
あ
る
が
､
重
要
な

相
違
点
も
あ
る
｡
社
会
と
の
か
か
わ
り

(ア

ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
)
を
重
視
し
て
い
る
点
は

両
者

に
共
通
し
て
い
る
｡
違
い
と
し
て
は
そ

も
そ
も
サ
ル
ト
ル
の
方
は
西
洋
思
想
の
伝
統

に
基
づ
い
て
自
我
の
確
立
め
ざ
し
て
い
て
､

サ
ル
ト
ル
は
西
洋
思
想
の
伝
統
に
基
づ
い
て

自
我
の
確
上目
あ
ざ
し

手
段
と
し
て
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
を
重
視
し
た

プ
ツ
タ
タ
ー

ト
は
仏
教
思
想
の
伝
統
に
基
づ
い
て

自
我
の
確
立
で
は
な
く
､
自
我
の
解
消
を
目
指
し
た

そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
ア
ン
ガ

ー
ジ

ュ

マ
ン
を
重
視
し
て
い
る
の
に
対
し
'
プ
ツ
タ

タ

-
ト
は
仏
教
思
想
の
伝
統
に
基
づ
い
て
､

自
我
の
確
立
で
は
な
-
､
自
我
の
解
消
を
目

指
し
て
い
る
｡
先
に
述
べ
た
よ
う
に
プ
ツ
タ

タ
-
ト
に
よ
れ
ば
自
我
の
解
消
と
は
､
自
我

も
含
め
て
す
べ
て
の
も
の
ご
と
は
無
数
の
相

互
関
係
性
の
中
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
-
こ
と

を
意
味
す
る
｡
プ
ツ
タ
タ
ー
ト
に
と
っ
て
の

ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
は
､

一
つ
に
は
そ
う
し

た
相
互
関
係
性
の
存
在
を
意
識
化
す
る
た
め

の
手
段
で
あ
-
､
ま
た
も
う

一
つ
に
は
相
互

関
係
性
の
バ
ラ
ン
ス
を
回
復
す
る
た
め
の
手

段
で
も
あ
る
｡
幸
か
不
幸
か
現
実
の
世
界
は

バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
た
相
互
関
係
性
が
随
所
に

見
ら
れ
る
の
で
､
そ
れ
に
意
識
的
に
働
き
か

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
関
係
性

へ
の
理
解

を
深
め
れ
ば
､
相
互
関
係
性
の
バ
ラ
ン
ス
の

回
復
と
相
互
関
係
性

へ
の
認
識
を
深
め
る
こ

と
の
二
つ
を
同
時
に
達
成
で
き
る
｡
開
発
僧

た
ち
は
ま
さ
に
そ
の
二
つ
の
こ
と
を
同
時
に

実
践
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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じ
っ
と
見
つ
め
て
い
て
も

な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
っ
た
ら

ま
ず
は
人
の
た
め
に
動
い
て
汗
を
か
い
て
み
な
さ
い
と

プ
ツ
タ
タ
ー
ト
は
言
う

ま
た
サ
ル
ト
ル
が
人
間
は
白
紙
の
状
態

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
'
主
体
的
な
選
択
に
基

づ
い
て
ア
ン
ガ
ジ
エ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
白

地
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
自
分
自
身
を
措
い
て
い

く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
抱
い
て
い
る
の
に
対

し
'
プ
ツ
タ
タ
-
ト
は
人
間
は
は
じ
め
か
ら

相
互
関
係
性
の
中
に
生
ま
れ
落
ち
､
相
互
関

係
性
の
中
で
育
つ
と
考
え
る
｡
プ
ッ
タ
タ
ー

ト
の
思
想
で
は
､
相
互
関
係
性
を
主
体
的
に

新
た
に
築
-
こ
と
と
と
も
に
､
す
で
に
存
在

し
て
い
る
相
互
関
係
性
に

｢気
づ
-
｣
こ
と

が
重
視
さ
れ
る
｡

日
本
仏
教
と
日
本
社
会
の

再
大
乗
化
を
目
指
し
て

話
が
い
さ
さ
か
抽
象
的
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
｡
日
本
社
会
の
問
題
に
話
を
戻
そ
う
｡
こ

こ
で
簡
単
に
紹
介
し
た
プ
ツ
タ
タ
-
ト
の
思

想
と
行
動
か
ら
､
日
本
仏
教
の

｢再
大
乗
化
｣

の
た
め
に
ど
ん
な
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
か
｡

ま
ず
は
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
'
社
会

へ
の

か
か
わ
り
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
プ
ツ
タ
タ
-

ト
の
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
は
､
サ
ル
ト
ル
の

ア
ン
ガ
ー
ジ

ュ
マ
ン
よ
り
も
厳
し
い
｡
サ
ル

ト
ル
の
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
で
は
主
体
的
な

選
択
に
の
み

｢自
己
責
任
｣
が
生
じ
る
が
､

プ

ツ
タ
タ
-
ト
の
ア
ン
ガ

ー
ジ

ュ
マ
ン
で

は
'
主
体
的
な
選
択
だ
ろ
う
が
無
意
識
の
選

択
だ
ろ
う
が
'
自
己
責
任
ど
こ
ろ
か
全
員
が

全
体
責
任
を
と
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

僧
侶
に
誰
も
何
も
期
待
し
な
-
な
っ
た
現

在
の
日
本
で
は
'
イ
ラ
ク
に
自
衛
隊
を
派
遣

す
る
の
は
い
い
こ
と
な
の
か
悪
い
こ
と
な
の

か
な
ん
て
こ
と
を
僧
侶
に
尋
ね
よ
う
と
す
る

人
な
ど
ま
ず
い
な
い
で
あ
ろ
う
｡
尋
ね
ら
れ

な
い
か
ら
答
え
な
い
し
､
答
え
な
-
て
も
い

い
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
な
い
｡
何
も
判

断
し
て
い
な
い
し
選
択
も
し
て
い
な
い
の
だ

か
ら
'
こ
の
件
に
つ
い
て
は
私
は
責
任
な
ん

か
な
い
と
い
う
言
い
訳
は
､
プ
ッ
タ
タ
-
ト

に
は
通
用
し
な
い
｡
す
べ
て
の
こ
と
が
相
互

に
関
係
し
合
っ
て
い
る
か
ら
に
は
､
何
も
考

え
ず
何
も
答
え
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
と
い
っ

て
社
会
と
か
か
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
は
な

ら
ず
'
何
も
考
え
ず
何
も
答
え
な
か
っ
た
こ

と
､
あ
る
い
は
少
し
は
考
え
た
け
ど
黙
っ
て

い
た
こ
と
も
そ
れ
は
そ
れ
で
そ
う
い
う
関
係

を
社
会
と
も
っ
た
こ
と
に
な
り
､
す
べ
て
の

こ
と
は
相
互
に
関
係
し
て
い
る
の
で
そ
れ
は

き
っ
と
ど
こ
か
で
何
か
の
結
果
に
つ
な
が
っ

て
-
る
の
で
あ
り
､
そ
の
結
果
相
互
関
係
性

の
バ
ラ
ン
ス
に
変
化
が
生
じ
れ
ば
'
自
分
だ

け
で
な
く
他
の
人
も
そ
の
変
化
の
影
響
を
受
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け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

僧
侶
も
こ
れ
か
ら
は
社
会
に
か
か
わ
-
ま

し
ょ
う
t
で
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
｡
こ

れ
ま
で
関
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
く
､
こ
れ
ま
で
も
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ

る
｡
何
が
あ
っ
て
も
じ
っ
と
黙
っ
て
下
か
横

を
向
い
て
い
る
と
い
う
関
わ
り
方
で
｡
プ
ツ

タ
タ
-
ト
に
よ
れ
ば
､
自
ら
と
社
会
､
自
ら

と
自
然
環
境
の
相
互
関
係
性
を
し
っ
か
り
と

見
つ
め
直
す
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
い

け
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
も
ま
だ
今
見
つ

め
壇
し
中
だ
か
ら
と
い
う
言
い
訳
も
あ
ま
り

通
用
し
な
い
｡
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
て
も
な

か
な
か
わ
か
ら
な
い
の
だ
っ
た
ら
､
ま
ず
は

人
の
た
め
に
動
い
て
汗
を
か
い
て
み
な
さ
い

と
プ
ッ
タ
タ
-
ト
は
言
う
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
プ

ッ
タ
タ
-
ト
は
､
仏
教
は
僧

侶
だ
け
に
ま
か
せ
て
お
け
ば
い
い
の
で
は
な

-
､
僧
侶
以
外
の
人
も
自
分
と
社
会
や
自
然

環
境
と
の
相
互
関
係
性
を
見
つ
め
直
し
て
､

何
か
行
動
し
な
さ
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
ど

ん
な
山
奥
に
逃
げ
込
ん
で
も
､
あ
る
い
は
自

分
の
部
屋
に
引
き
こ
も
っ
て
も
､
そ
れ
は
そ

れ
で
1
つ
の
社
会
と
の
関
わ
り
方
に
な
る
の

だ
か
ら
'
ど
う
せ
だ
っ
た
ら
社
会
と
意
識
的

に
か
か
わ
り
な
さ
い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
そ

し
て
ど
う
せ
社
会
と
相
互
関
係
性
を
も
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
､
だ
っ
た
ら
そ

の
相
互
関
係
性
を
よ
-
理
解
し
な
さ
い
と
い

う
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
の
相
互
関
係
性
を

よ
-
理
解
す
る
た
め
に
は
､
社
会
に
対
し
て

意
識
的
に
働
き
か
け
て
み
な
さ
い
と
い
う
の

で
あ
る
｡

プ
ツ
タ
タ
ー
ト
が
タ
イ
仏
教
に
も
た
ら
し

た
変
化
の
一
つ
に
､
僧
侶
で
は
な
い
一
般
信

徒
が
仏
教
の
教
理
を
自
ら
と
社
会
と
の
関
わ

り
の
指
針
の

一
つ
と
す
る
と
と
も
に
､
仏
教

の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
発
言

す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
｡

タ
イ
仏
教
の
新
し
い
動
き
に
お
い
て
僧
侶
で

は
な
い
一
般
信
徒
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し

た
こ
と
を
考
え
て
も
､
日
本
仏
教
の
再
大
乗

化
も
仏
教
僧
だ
け
に
ま
か
せ
て
お
-
の
で
は

な
-
､
仏
教
僧
と

一
般
信
者
の
相
互
協
力
に

よ
っ
て
行
っ
て
い
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡
そ
し

て
そ
れ
は
部
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
て
お
勉
強
会

ば
か
り
を
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
-
'

仏
教
僧
と

一
般
信
徒
が

一
緒
に
な

っ
て
さ

ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
に
対
し
て
発
言
し
'
行

動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
実
現
さ
れ
る
も

の
だ
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
原
稿
を
書
-
た
め

に
久
し
ぶ
-
に
プ
ツ
タ
タ
-
ト
の
本
を
い
-

つ
か
読
み
返
し
た
ら
､
少
し
そ
の
気
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
｡
僧
侶
を
叱
っ
て
い
る
ヒ
マ
が

あ
っ
た
ら
､
ま
ず
は
自
分
自
身
が
社
会
に
対

し
て
ち
ゃ
ん
と
発
言
を
し
､
行
動
し
な
-
て

は
｡

摩
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