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第
１
章　

南
伝
上
座
仏
教
と
日
本
の
仏
教　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

藤
本　

晃

　
　
　

一　
「
日
本
仏
教
」と「
日
本
の
仏
教
」

　
「
南
伝
上
座
仏
教
と
日
本
の
仏
教
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
伊
東
先
生
が
提
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
が
、
先

生
が
意
識
を
し
て
お
ら
れ
た
の
か
、お
ら
れ
な
い
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、二
つ
の
仏
教
の
こ
の
言
い
方
が
、両

方
の
仏
教
の
真
髄
を
言
い
表
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

「
南
伝
上
座
仏
教
」は
、こ
れ
で
全
部
一
つ
な
の
で
す
。

　

ス
リ
ラ
ン
カ
の
上
座
仏
教
も
、ミ
ャ
ン
マ
ー
、タ
イ
、ラ
オ
ス
、カ
ン
ボ
ジ
ア
の
上
座
仏
教
も
、各
地
の
文
化
の

違
い
に
よ
っ
て
表
面
的
な
見
え
方
は
違
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、上
座
仏
教
は
ど
こ
で
も
す
べ
て
同
じ
、一
つ

の
仏
教
な
の
で
す
。
も
し「
仏
教
行
事
を
一
緒
に
や
り
ま
し
ょ
う
」と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
も

タ
イ
で
も
ス
リ
ラ
ン
カ
で
も
お
坊
様
が
あ
ち
こ
ち
か
ら
集
ま
っ
て
一
緒
に
同
じ
お
経
を
唱
え
て
法
要
を
し
ま

す
。
上
座
仏
教
の
お
坊
様
の
数
が
少
な
い
日
本
で
は
特
に
そ
う
な
り
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
お
坊
様
に
参
加
し

て
も
ら
お
う
と
す
る
と
、
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
で
す
。
パ
ー
リ
語
の
発
音
や
イ
ン
ト
ネ
ー

シ
ョ
ン
は
国
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
違
い
ま
す
が
、お
経
は
同
じ
な
の
で
法
要
は
で
き
る
の
で
す
。

　

一
方
、
日
本
仏
教
は
そ
の
中
で
み
ん
な
バ
ラ
バ
ラ
で
す
。
私
は
最
初
う
っ
か
り「
日
本
仏
教
」と
書
い
て
い
ま
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し
た
が
、伊
東
先
生
が「
日
本『
の
』仏
教
」に
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
日
本
の
、あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
仏
教
の
総
称
が

「
日
本
の
仏
教
」で
す
。「
日
本
仏
教
」な
ど
と
い
う
確
固
た
る
統
一
的
な
仏
教
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

　

日
本
に
お
け
る
仏
教
は
、最
初
か
ら
正
式
な
比
丘
サ
ン
ガ（
僧
伽
）と
し
て
で
は
な
く
、な
ん
だ
か
わ
け
の
わ
か
ら

な
い
ま
ま
数
名
の
お
坊
様
が
朝
鮮
や
中
国
か
ら
さ
ま
ざ
ま
に
入
っ
て
き
て
、
日
本
の
身
分
の
高
い
女
性
を
尼
さ
ん

に
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
最
初
か
ら
上
座
仏
教
み
た
い
に
き
ち
ん
と
出
家
受
戒
し
た
と
も
言
え
な
い
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
か
ら
始
ま
っ
て
訂
正
さ
れ
る
こ
と
な
く
宗
派
に
ど
ん
ど
ん
分
か
れ
て
い
っ

て
、
や
が
て
江
戸
時
代
を
過
ぎ
、
明
治
時
代
に
な
っ
た
と
き
に
、
突
然
の
廃
仏
毀
釈
な
ど
の
シ
ョ
ッ
ク
な
変
革
が

あ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、「
ど
う
し
よ
う
、ど
う
し
よ
う
」と
い
う
こ
と
で
ま
す
ま
す
慌
て
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

明
治
維
新
か
ら
百
五
十
年
経
っ
た
今
で
も
そ
の
混
乱
が
続
い
て
い
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。
日
本
で
は
仏
教
は

「
こ
れ
が
日
本
仏
教
だ
」と
い
う
統
一
的
な
感
じ
で
は
な
く
、
日
本
で
は
仏
教
を
よ
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
受
け
入
れ

て
、徐
々
に
独
自
に
改
変
し
て
宗
派
に
分
か
れ
て
、明
治
に
な
っ
て
上
座
仏
教
に
初
め
て
接
し
た
の
で
す
が
、あ
ま

り
の
違
い
に
、「
さ
て
、こ
れ
か
ら
ど
う
し
よ
う
か
」と
ま
ご
ま
ご
し
た
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
し

ま
す
。
少
し
落
ち
着
い
て
見
直
し
て
い
け
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
点
で
、
先
生
に
い
た
だ
い

た「
日
本
の
仏
教
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
現
状
に
ピ
ッ
タ
リ
合
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
の
仏
教
の
特
徴
を
表
す
良
い
例
が
あ
り
ま
す
。
私
は
浄
土
真
宗
の「
単
立
」寺
院
の
住
職
で
す
が
、こ
の「
単

立
」と
い
う
お
寺
の
あ
り
方
も
日
本
独
特
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
五
年
前
ま
で
日
本
の
浄
土
真
宗（
西
）本
願
寺
派

の
住
職
と
し
て
ず
っ
と
活
動
を
し
て
い
た
の
で
す
が
、
あ
る
き
っ
か
け
で
独
立
し
ま
し
た
。
日
本
の
仏
教
で
は
面
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白
い
現
象
が
あ
り
ま
し
て
、宗
派
ご
と
に
分
か
れ
過
ぎ
て
、あ
る
宗
派
で
は
別
の
宗
派
の
教
え
を
学
ん
だ
り
修
行

し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
よ
う
な
の
で
す
。
少
な
く
と
も
浄
土
真
宗（
西
）本
願
寺
派
で
は
浄
土
真
宗
以
外
は

や
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
り
ま
す
。

　

私
は
、南
伝
上
座
仏
教
も
学
び
修
行
し
、檀
家
さ
ん
や
有
縁
の
人
々
に
も
お
寺
で
紹
介
し
て
い
ま
し
た
。
ス
マ

ナ
サ
ー
ラ
長
老
を
お
招
き
し
て
瞑
想
会
や
講
演
会
を
お
こ
な
っ
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
近
所
の
真
宗
の
お
寺

か
ら
、「
真
宗
の
寺
で
他
の
宗
派
の
こ
と
を
や
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」と
言
っ
て
、
私
を
追
い
出
そ
う
と
す
る
の

で
す
。
私
も
天
の
邪
鬼
で
す
か
ら
、「
で
は
、追
い
出
さ
れ
て
あ
げ
ま
す
」と
い
う
こ
と
で
、追
い
出
さ
れ
て
今
に

至
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
「
浄
土
真
宗（
西
）本
願
寺
派
」と
い
う
宗
派
か
ら
独
立
す
る
と
、
一
つ
の
宗
派
に
所
属
す
る
の
で
は
な
く「
単

立
」寺
院
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
住
職
の
私
も（
西
）本
願
寺
派
の
僧
籍
を
削
除
さ
れ
、「
単
立
」の
そ
の
お
寺

に
だ
け
所
属
す
る
、こ
れ
ま
た
妙
な
根
無
し
草
で
す
。
上
座
仏
教
で
あ
れ
ば
、一
人
の
お
坊
さ
ん
が
一
人
で
活
動

を
し
て
い
て
も
、ち
ゃ
ん
と
上
座
仏
教
に
属
す
る
お
坊
さ
ん
で
す
。
僧
籍
も
あ
り
ま
す
。
ど
こ
か
で
出
家
し
て
、

そ
の
と
き
の
お
師
匠
さ
ん
が
誰
で
、
出
家
を
確
認
し
た
お
坊
さ
ん
が
誰
か
と
い
う
こ
と
ま
で
全
部
記
録
に
残
っ

て
い
て
、一
人
で
遊
行
し
て
い
て
も
平
気
で
す
。
二
百
人
、三
百
人
集
ま
っ
て
法
要
を
す
る
と
き
は
、そ
の
中
に

入
っ
て
仲
間
と
し
て
お
勤
め
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
日
本
の
場
合
、
所
属
す
る
宗
派
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
か
に
も
根
無
し
草
み
た
い
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
す
。
こ
れ
も
仏
教
と
し
て
何
か
変
だ
な
と
い
う
感
じ
も
す
る
わ
け
で
す
が
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
は
あ
り
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ま
せ
ん
の
で
、日
本
の
仏
教
は「
宗
派
」仏
教
だ
と
い
う
と
こ
ろ
だ
け
お
伝
え
し
て
お
き
ま
す
。

　
　
　

二 
何
の
た
め
に
比
較
す
る
の
か

　
「
南
伝
上
座
仏
教
と
日
本
の
仏
教
」と
い
う
と
、い
か
に
も
両
者
を
比
較
す
る
よ
う
で
す
が
、そ
し
て
実
際
に
比

較
す
る
の
で
す
が
、何
の
た
め
に
比
較
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

単
純
に
両
者
を
比
べ
る
だ
け
で
も
、
違
い
が
は
っ
き
り
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
よ
り
よ
く
分
か
る
の
で
意

味
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
両
者
を
比
べ
る
と
、
私
は
ち
ょ
っ
と
日
本
の
仏
教
に
が
っ
か
り
感
を
感

じ
て
し
ま
い
ま
す
。
異
論
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
上
座
仏
教
は
釈
尊
以
来
の
比
丘
サ
ン
ガ
の
伝
統
を

ず
っ
と
守
っ
て
現
代
ま
で
続
い
て
い
る
、正
統
に
し
て
神
聖
と
い
い
ま
す
か
、釈
尊
の
仏
教
そ
の
ま
ま
だ
と
思
い

ま
す
。

　

一
方
の
日
本
の
仏
教
は
、
始
ま
り
か
ら
し
て
大
乗
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も「
大
乗
」と
い
う
宗
派
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
仏
滅
五
百
年
後
く
ら
い
か
ら
イ
ン
ド
の
あ
ち
こ
ち
で
勝
手
に
い
ろ
い
ろ
な
お
経
が
で

き
た
と
こ
ろ
で
、一
つ
ず
つ
の
お
経
を
学
ぶ
グ
ル
ー
プ
が
少
し
ず
つ
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
だ
け
で
す
。『
般
若

経
』を
学
ぶ
グ
ル
ー
プ
か
ら
中
観
派
が
出
た
り
、『
法
華
経
』を
学
ぶ
グ
ル
ー
プ
は
哲
学
を
発
展
さ
せ
ず
そ
の
ま
ま

お
経
だ
け
学
ん
で
、な
ど
と
い
う
ふ
う
に
各
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、最
初
か
ら
一
つ
の「
大
乗
の
サ
ン
ガ
」と
い



31

う
も
の
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。

　

各
地
の
勉
強
会
グ
ル
ー
プ
の
よ
う
な
も
の
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
が
中
国
に
入
っ
て
中
国
で
も
同
じ
よ
う
に
各

お
寺
で
そ
れ
ぞ
れ
得
意
分
野
を
学
ん
で
、そ
れ
を
日
本
が
そ
の
ま
ま
輸
入
し
て
い
ま
す
か
ら
、日
本
仏
教
も
最
初

か
ら
、
大
乗
の
あ
れ
こ
れ
の
お
経
を
好
ん
で
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
す
。
日
本
で
最
初
の
最
初
に
お
勤
め
し
て

い
た
お
経
は
、や
は
り
、と
い
う
べ
き
か
、護
国
を
願
う
大
乗
経
典
各
種
と
先
祖
供
養
を
奨
励
す
る『
盂
蘭
盆
経
』

が
主
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
釈
尊
の
教
え
か
ら
続
く
正
統
性
と
い
う
点
で
は
上
座
仏
教
に
対
し
て
勝
ち
目
が
な
い

わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、そ
ん
な
大
乗
経
典
に
も
釈
尊
の
教
え
が
埋
め
込
ま
れ
て
は
い
ま
す
。
そ
の
お
か
げ
で
し
ょ
う
、な
ん

と
な
く
真
理
の
一
端
も
あ
る
か
ら
、日
本
に
入
っ
て
き
た
仏
教
は
経
緯
は
あ
や
ふ
や
な
の
に
、何
と
か
現
在
ま
で

持
ち
こ
た
え
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
歴
史
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
が
仏
教
の
何
を

取
っ
た
の
か
、
何
を
変
え
て
し
ま
っ
た
の
か
、
何
を
捨
て
た
か
と
い
う
こ
と
も
分
か
ろ
う
か
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　

釈
尊
以
来
の
正
統
な
教
え
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る
上
座
仏
教
に
、
日
本
人
が
は
じ
め
て
本
当
に
生
で
触
れ

た
の
は
、明
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
そ
の
と
き
に
、日
本
人
独
特
の
や
り
方
で
う
ま
く
取
り
込
め
れ
ば
よ

か
っ
た
の
で
す
が
、う
ま
く
い
っ
た
の
か
、う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
か
、そ
の
明
治
以
降
の
日
本
の
仏
教
史
を

学
ぶ
こ
と
か
ら
も
、日
本
の
仏
教
の
特
徴
が
ま
た
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

　

相
手
を
知
る
こ
と
で
自
分
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
自
分
を
知
っ
て
相
手
の
こ
と
も
学
べ
る
と
い
う
こ
と
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で
、感
情
を
抜
き
に
し
て
相
手
と
自
分
を
謙
虚
に
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
大
い
に
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

三　

仏
教
の
視
点
か
ら
見
た
日
本
の
仏
教
史

 

日
本
の
仏
教
は
ス
タ
ー
ト
か
ら
変
？

　

南
伝
上
座
仏
教
と
比
べ
る
前
に
、
日
本
仏
教
史
の
お
さ
ら
い
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
学
校
で
習
う

よ
う
な
や
り
方
で
は
な
く
、
南
伝
上
座
仏
教
に
伝
わ
る
釈
尊
の
比
丘
サ
ン
ガ
の
尺
度
か
ら
見
て
日
本
の
仏
教
は

ど
う
な
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
い
き
ま
す
。

　

西
暦
五
五
二
年
で
す
か
、紀
元
六
世
紀
に
、日
本
に
仏
教
が
正
式
に
入
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、そ
の

入
り
方
か
ら
し
て
、
少
し
お
か
し
い
で
す
。
仏
教
の
正
統
な
伝
承
法
で
は
五
名
以
上
の
比
丘
か
ら
成
る
サ
ン
ガ

が
そ
の
地
域
に
行
き
、新
し
い
人
を
出
家
さ
せ
て
、「
あ
な
た
も
仏
教
の
仲
間
で
す
よ
、比
丘（
尼
）で
す
よ
」と
認

定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

し
か
し
、日
本
の
場
合
は
、ど
う
も
何
人
で
来
た
の
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
一
応
、正
式
な
出
家
も
し
た
と
言

う
の
で
す
が
、上
座
仏
教
の
意
味
の
正
式
で
は
な
く
、日
本
の
政
府
関
係
者
と
当
時
の
朝
鮮
三
国
の
た
ぶ
ん
百
済

の
政
府
関
係
者
と
で
、「
は
い
、お
坊
さ
ん
も
こ
れ
で
認
定
し
ま
し
た
よ
」と
独
自
に
出
家
さ
せ
た
気
配
が
あ
り
ま

す
。
ど
う
も
最
初
か
ら
比
丘
サ
ン
ガ
の
正
統
性
が
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。
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さ
ら
に
、
最
初
か
ら
日
本
政
府
が
お
坊
さ
ん
を
管
理
し
て
い
ま
し
た
。「
今
年
は
、
お
坊
さ
ん
を
何
人
出
家
さ

せ
ま
す
」と
国
が
決
め
て
お
坊
さ
ん
を
選
ぶ
わ
け
で
す
。
見
込
み
の
あ
る
人
を
選
び
、国
が
お
坊
さ
ん
の
数
と
配

置
を
管
理
す
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
出
家
の
さ
せ
方
も
比
丘
サ
ン
ガ
の
出
家
作
法
に
則
っ
て
い
る
の
か
い
な
い

の
か
、ど
う
も
怪
し
い
の
で
す
。

　

出
家
し
た
の
は
い
い
で
す
が
、お
坊
さ
ん
が
公
務
員
の
よ
う
な
扱
い
で
す
か
ら
、公
務
員
だ
と
役
所
が
必
要
で

す
。
国
分
寺
や
国
分
尼
寺
を
つ
く
る
わ
け
で
す
。「
あ
っ
ち
の
国
分
寺
に
、
今
年
は
何
名
滞
在
さ
せ
ま
す
」と
い

う
こ
と
も
国
が
決
め
て
し
ま
い
、「
比
丘
サ
ン
ガ
」と
い
う
か
お
坊
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
も
自
立
的
な
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
に
変
な
と
こ
ろ
か
ら
日
本
の
仏
教
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
、出
家
し
て
勉
強
を
し
て
何
か
仏
教
の
良
い
も
の
に
触
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、ど
う
も
国
の
管

理
の
ま
ま
で
お
寺
の
中
に
い
て
も
つ
ま
ら
な
い
か
ら
と
、
だ
ん
だ
ん
と
町
に
出
て
い
く
お
坊
さ
ん
も
い
た
よ
う

で
す
。
奈
良
時
代
に
は
大
仏
建
立
の
勧
進
に
全
国
を
行
脚
し
た
お
坊
さ
ん
も
い
ま
し
た
し
、平
安
時
代
に
は
、勝

手
に
町
に
出
て
い
き
人
々
に
教
え
を
説
い
た
り
す
る「
聖（
ひ
じ
り
）」も
い
た
よ
う
で
す
。
町
で
自
分
で
勝
手
に

お
坊
さ
ん
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る「
私
度
僧
」も
出
て
き
ま
す
。

　

奈
良
・
平
安
時
代
に
は「
南
都
六
宗
」と
い
う
奈
良
の
お
寺
を
中
心
に
大
き
な
六
つ
の
宗
派（
学
派
）が
で
き

て
、「
こ
の
お
寺
で
は『
華
厳
経
』を
学
び
ま
す
」と
か「
こ
の
お
寺
で
は『
成
実
論
』を
学
び
ま
す
」、「
こ
の
お
寺
で

は『
律
』を
学
び
ま
す
」な
ど
と
、
学
派
と
い
う
感
じ
で
各
お
寺
の
得
意
分
野
が
出
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ

が
宗
派
意
識
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
き
っ
か
け
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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 「
宗
派
」の
成
立

　

既
に
平
安
時
代
で
も
真
言
宗
と
か
天
台
宗
が
独
立
し
て
し
ま
い
、「
南
都
六
宗
は
い
ら
な
い
」と
言
っ
て
山
に

入
っ
て
独
自
の
活
動
を
始
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
天
台
宗
か
ら
さ
ら
に
禅
宗
や
浄
土
系

や
法
華
経
系
の
宗
派
が
分
派
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
と
き
は
南
都
六
宗
み
た
い
に
学
問
と
か
学
び
と
い
う
こ
と

で
選
ん
だ
の
で
は
な
く
、自
分
の
救
い
、自
分
に
と
っ
て
の
仏
教
と
し
て
選
ん
で
い
ま
す
の
で
、良
い
意
味
で
も

悪
い
意
味
で
も
、宗
派
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
性
が
強
く
、他
の
宗
派
の
人
々
と
は
話
し
合
い
を
し
に
く
く
な
っ

て
き
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
江
戸
時
代
に
は
、
そ
の
当
時
ま
で
に
出
来
上
が
っ
た
宗
派
を
江
戸
幕
府
が
認
め
て
固
定
し
て
し
ま
い

ま
し
た
。
十
三
宗
ほ
ど
を
認
定
し
て
、
江
戸
幕
府
が
公
認
す
る
宗
派
は
こ
れ
だ
け
で
す
と
。
修
験
道
な
ど
他
の

も
の
は
公
認
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
人
も
入
れ
な
い
よ
う
な
山
の
中
で
勝
手
に
や
っ
て
い
る
も
の
は
管
理
で
き

な
い
と
い
う
こ
と
で
野
放
し
状
態
で
し
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
山
に
入
っ
て
修
行
を
し
て
い
る
修
験
者
も
結
構

い
ま
し
た
が
、
幕
府
も
な
か
な
か
管
理
仕
切
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
修
験
の
人
々
の
な
か
か
ら
忍
者
の
よ
う
な
も
の

も
出
て
き
た
り
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、江
戸
時
代
ま
で
は
ま
だ
完
全
な
中
央
集
権
と
い
う
感
じ
で
は
な
く
、勝
手

に
や
る
お
坊
さ
ん
も
い
た
の
で
す
。

　

し
か
し
幕
府
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
と
管
理
下
で
動
く
よ
う
に
さ
せ
た
か
っ
た
わ
け
で
す
。
江
戸
幕
府
が
宗

派
を
確
定
し
、
宗
派
の
責
任
者（
各
宗
派
の
貫
首
・
門
主
）が
代
わ
る
た
び
に
、
江
戸
幕
府
に
挨
拶
に
来
さ
せ
る
と
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い
う
よ
う
な
管
理
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、各
宗
派
で
自
分
の
宗
派
の
勉
強
を
し
な
さ
い
と
、「
学
林
」を
つ

く
る
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
。
現
在
の
日
本
の
仏
教
系
の
宗
派
の
大
学
は
、
そ
の
江
戸
時
代
の「
学
林
」が
も
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

幕
府
は「
ど
う
ぞ
勉
強
を
し
っ
か
り
や
っ
て
く
だ
さ
い
」と
奨
励
は
す
る
の
で
す
が
、そ
の
奨
励
の
仕
方
が
、釈

尊
や
仏
教
の
根
本
の
教
え
を
学
ぶ
の
で
は
な
く「
あ
な
た
の
宗
派
の
こ
と
を
し
っ
か
り
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
」と

い
う
感
じ
で
、日
本
の
仏
教
界
が
統
一
す
る
と
い
う
動
き
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
ま
し
た
。「
あ

な
た
の
宗
派
の
開
祖
さ
ま
は
誰
そ
れ
さ
ん
で
す
か
。
あ
あ
、
そ
の
教
え
を
あ
な
た
の
宗
派
の
お
坊
さ
ん
が
し
っ

か
り
学
ん
だ
ら
い
い
で
す
ね
」と
い
う
感
じ
の
勧
め
方
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、宗
派
は
ま
す
ま
す
固
定
し
て
し

ま
い
ま
す
し
、他
宗
派
の
お
坊
さ
ん
は
仲
間
で
は
な
く
ラ
イ
バ
ル
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

同
じ
宗
派
の
中
で
さ
え
、
真
面
目
に
修
行
し
て
い
た
人
々
の
な
か
で
少
し
学
閥
っ
ぽ
い
も
の
が
出
て
き
た
気

配
も
あ
り
ま
す
。
私
は
浄
土
真
宗
の
状
況
し
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
も
と
も
と
真
宗
は
修
行
を
し
な
い
宗
派
で
す

か
ら
、宗
派
の
中
で
威
張
ろ
う
と
思
う
と
、「
あ
の
人
は
浄
土
真
宗
の
学
林
で
教
え
て
い
る
お
坊
さ
ん
で
す
よ
」な

ど
と
い
う
ス
テ
ー
タ
ス
が
何
と
な
く
付
く
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
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四　

明
治
日
本
の
仏
教
は「
仏
教
学
」

　

江
戸
時
代
の
二
七
〇
年
間
、
の
ほ
ほ
ん
ど
国
に
守
ら
れ
て
自
分
の
宗
派
の
こ
と
だ
け
頑
張
っ
て
い
た
お
坊
さ

ん
た
ち
が
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
急
に
寺
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
寺
も
廃
棄
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
陥
り
ま
し

た
。
明
治
政
府
の
神
道
国
教
化
政
策
に
伴
っ
て
起
き
た
廃
仏
毀き
し
ゃ
く釈
で
す
。「
こ
の
国
は
仏
教
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
は
神
道
に
な
り
ま
す
」と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、お
坊
さ
ん
た
ち
も
慌
て
た
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、私
が
一
番
気
に
な
る
の
は
、仏
教
を「
仏
教
学
」に
し
て
し
ま
っ
た
あ
た
り
が
間
違
い
で
は
な
か
ろ
う

か
と
思
い
ま
す
。
明
治
に
な
っ
て
西
洋
か
ら「
仏
教
学
」と
い
う
も
の
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
日
本
人
が

ま
た
喜
ん
で
導
入
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

先
に
結
論
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、学
校
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
学
び
を
す
る
と
、知
識
と
し
て
の
教
え

は
よ
く
分
か
る
の
で
す
が
、仏
教
の
場
合
は
、戒
律
を
守
り
心
清
め
て
修
行
を
し
て
悟
り
を
目
指
そ
う
と
い
う
求

道
が
も
と
も
と
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
大
学
や
学
校
の
学
問
の
場
で
は
、「
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
措
い
て
お
い
て
く

だ
さ
い
。
哲
学
と
し
て
知
識
だ
け
学
ん
で
く
だ
さ
い
」と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

西
洋
か
ら「
文
献
研
究
」が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
見
知
ら
ぬ
言
語
に
よ
る
書
物
を
解
読
し
て
、
そ
の
内
容
ま
で

学
ぶ
の
で
す
。
日
本
で
言
え
ば
江
戸
時
代
末
期
の
一
九
世
紀
の
西
洋
社
会
に
、あ
る
と
き
突
然
、サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
や
漢
文
や
チ
ベ
ッ
ト
語
の
文
献
が
ほ
ぼ
同
時
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
い
ず
れ
も
、
噂
に
聞
い
て

い
た
イ
ン
ド
の
宗
教
と
か
仏
教
に
関
わ
る
も
の
み
た
い
だ
と
分
か
っ
て
、「
仏
教
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
。
書
か
れ
て



37

い
る
も
の
を
解
読
し
て
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
か
」と
い
う
知
的
関
心
で
、西
洋
で
仏
教
文
献
の
研
究
が
始
ま
っ
た

の
で
す
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に「
そ
の
チ
ベ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
た
も
の
と
こ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
書
か
れ
た
も

の
と
関
係
が
あ
る
よ
う
で
す
よ
。
内
容
が
似
て
い
ま
す
。
じ
ゃ
あ
、ど
ち
ら
も
訳
し
て
内
容
を
比
べ
て
み
ま
し
ょ

う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
、い
つ
の
時
代
の
も
の
で
し
ょ
う
か
」な
ど
と
文
献
や
思
想
を
比
較
し
な
が
ら
西
洋
人
は
研
究

を
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
仏
教
を
悟
り
に
導
く
教
え
と
し
て
で
は
な
く
、
学
問
の
対
象
と
し
て
や
っ
て
い
た
わ

け
で
す
。

　

西
洋
で
仏
教
の
学
問
が
始
ま
っ
た
頃
に
ち
ょ
う
ど
日
本
は
明
治
維
新
と
な
り
、廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
、日
本
の

仏
教
界
が
も
の
す
ご
く
驚
い
た
わ
け
で
す
。
さ
て
、ど
う
し
よ
う
か
と
い
う
と
き
に
、何
と
か
ス
テ
ー
タ
ス
が
欲

し
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
仏
教
も
学
問
と
し
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
、
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
ば
か

り
の
仏
教
学
を
、
日
本
の
仏
教
界
が
取
り
入
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
現
代
ま
で
一
五
〇
年
経
っ
て
い

ま
す
が
、日
本
の
仏
教
は
仏
教
学
を
導
入
し
た
明
治
時
代
か
ら
、「
宗
派
」と
は
別
な
も
う
一
つ
大
き
な
ず
れ
が
出

て
き
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

文
献
研
究
は
書
物
の
研
究
で
す
か
ら
、内
容
を
解
読
し
て
知
的
に
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
る
の
で
す
が
、修
行

や
悟
り
の
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
悟
り
や
修
行
法
の
こ
と
は
、
特
に
南
伝
上
座
仏
教
の
パ
ー
リ
語
の
お
経
に

は
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
を
読
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て
、悟
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
み
ず
か
ら
実
践
し

な
い
と
無
理
な
の
で
す
。

　

自
然
科
学
な
ら
ば
、例
え
ば
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｐ
細
胞
を
例
に
挙
げ
ま
す
と
、本
当
に
で
き
る
か
ど
う
か
実
際
に
追
試
を
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し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。「
同
じ
や
り
方
で
私
も
で
き
ま
し
た
。
あ
ち
ら
の
研
究
所
で
も
、同
じ
や
り
方
で
で

き
ま
し
た
」と
ど
こ
で
で
も
同
じ
結
果
が
出
て
、は
じ
め
て
そ
の
や
り
方
は
正
し
い
と
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

　

仏
教
学
の
場
合
は
自
然
科
学
で
は
な
く
人
文
科
学
で
す
が
、
同
じ
よ
う
に
や
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
例
え

ば
、釈
尊
が「
こ
う
い
う
ふ
う
に
修
行
を
し
た
ら
誰
で
も
悟
れ
ま
す
よ
」と
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、お
経
に
そ

う
書
い
て
あ
る
の
で
す
か
ら
、
実
際
に
修
行
を
し
て
み
れ
ば
い
い
の
で
す
。「
あ
あ
、
私
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ

た
」「
あ
の
人
は
う
ま
く
い
き
ま
し
た
ね
」と
か
。

　

し
か
し
明
治
の
日
本
で
は
、
純
粋
な
人
文
科
学
と
し
て
ど
う
な
の
か
と
い
う
議
論
に
行
き
着
く
前
に
、「
宗
教

は
駄
目
で
す
よ
。
修
行
と
か
、悟
り
と
か
、大
学
で
考
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
哲
学
と
し
て
な
ら
、帝
国

大
学
の
講
座
と
し
て
認
め
ま
す
」と
、
当
時
の
文
部
省(

現:

文
部
科
学
省)

に
も
厳
密
に
言
わ
れ
、
そ
れ
に
乗
っ
て

し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。「
そ
れ
で
も
い
い
か
ら
大
学
の
中
に
仏
教
学
を
ね
じ
込
む
ぞ
」と
い
う
勢
い
で
、
当
時
の

仏
教
界
の
人
々
が
、学
問
の
世
界
に
、西
洋
流
の
日
本
の
エ
リ
ー
ト
の
世
界
に
入
り
込
も
う
と
し
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
気
は
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
仏
教
学
は
、文
献
学
だ
け
で
は
な
く「
比
較
宗
教
学
」も
や
っ
て
い
ま
し
た
。「
仏
教
で
は
こ
の
よ
う
な

教
え
が
あ
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
で
は
、こ
の
よ
う
な
教
え
が
あ
り
ま
す
」と
比
較
研
究
す
る
の

で
す
。
こ
の
比
較
が
ま
た
く
せ
者
な
の
で
す
。「
あ
の
人
の
言
い
分
と
、
こ
の
人
の
言
い
分
は
、
こ
こ
は
共
通
し

て
い
ま
す
ね
、で
も
、こ
こ
は
違
い
ま
す
ね
」だ
け
で
は
、自
分
の
問
題
に
な
る
の
か
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題

が
あ
る
わ
け
で
す
。
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比
較
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
ま
で
自
分
が
や
っ
て
き
た
こ
と
が
良
い
の
か
悪
い
の
か
は
措
い
て
お
い
て
、

「
あ
な
た
が
今
ま
で
や
っ
て
き
た
や
り
方
は
ど
う
な
の
で
す
か
、
教
え
て
く
だ
さ
い
」と
、
お
互
い
に
教
え
合
っ

た
り
、学
び
合
っ
た
り
し
て
、自
分
の
問
題
と
し
て
扱
う
な
ら
ば
、比
較
す
る
意
味
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か

し
、文
献
学
と
し
て
、仏
教
の
教
え
さ
え
客
観
的
に
他
人
事
の
よ
う
に
見
る
中
で
比
較
し
ま
す
か
ら
、あ
ま
り
中

身
に
深
く
入
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
う
し
て
明
治
以
降
、
日
本
の
仏
教
界
か
ら
悟
り
と
か
修
行
が
急
速
に
し
ぼ
ん
で
い
っ
た
よ
う
に
思
え
ま

す
。
も
と
も
と「
仏
教
学
」を
日
本
に
導
入
し
た
お
坊
さ
ん
や
学
者
の
中
に
浄
土
真
宗
系
の
人
が
多
か
っ
た
の
も

影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
真
宗
に
修
行
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。

　

し
か
も
、
明
治
の
日
本
に
は
西
洋
か
ら
入
る
も
の
は
何
で
も
良
い
も
の
だ
と
い
う
風
潮
が
あ
り
ま
し
た
。
と

に
か
く
西
洋
か
ら
学
べ
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
の
従
来
の
も
の
は
駄
目
だ
と
い
う
気
分
が
強
か
っ
た
も
の
で
す

か
ら
、仏
教
も
そ
れ
で
や
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
、私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　

五　

も
う
一
つ
の
仏
教

　

と
こ
ろ
が
、
明
治
時
代
に
も
う
一
つ
新
し
い
仏
教
が
日
本
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
と
い
ち

早
く
交
流
を
始
め
た
ア
ジ
ア
の
国
（々
ス
リ
ラ
ン
カ
や
タ
イ
な
ど
）か
ら
、「
本
物
の
」と
言
っ
て
は
語
弊
が
あ
る
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か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、上
座
仏
教
が
は
じ
め
て
生
の
か
た
ち
で
入
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

少
し
脇
道
に
そ
れ
ま
す
が
、明
治
時
代
の
少
し
前
ぐ
ら
い
か
ら
、仏
教
を
文
献
的
に
学
ぶ
学
問
が
イ
ギ
リ
ス
で

始
ま
り
ま
し
た
。
主
に
イ
ギ
リ
ス
に
支
配
さ
れ
て
い
た
ス
リ
ラ
ン
カ
や
東
南
ア
ジ
ア
で
も
、
こ
の
時
流
に
乗
る

か
、乗
ら
な
い
か
と
い
う
気
配
は
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、
も
と
も
と
仏
教
を
教
え
学
ぶ
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
比
丘
サ
ン
ガ

の
や
り
方
で
す
。
最
初
に
六
歳
か
七
歳
の
頃
に「
沙
弥（
し
ゃ
み
）出
家
」と
い
う
見
習
い
と
し
て
出
家
し
た
お
坊

さ
ん
を
、正
式
に
戒
律
で
比
丘
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
年
齢（
二
十
歳
）に
な
る
ま
で
に
、何
と
か
お
師
匠
さ
ん

が
育
て
上
げ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
は
、各
お
寺
で
出
家
さ
せ
た
ら
、そ
こ
の
お
師
匠
さ
ん
が
教
え

て
い
た
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
う
い
う
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
式
で
は
一
人
の
師
匠
が
一
人
か
二
人
ず
つ
く
ら
い
し
か
育
て
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ど
の
お
寺
の
住
職
も
等
し
く
弟
子
を
育
て
る
能
力
に
長
け
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、い
つ
頃
か
ら
な
の
か
私
の
調
べ
は
つ
い
て
い
ま
せ
ん
が
、ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
早
く
か
ら
、子
供
を「
沙
弥

出
家
」さ
せ
た
ら
そ
の
お
寺
で
そ
の
ま
ま
教
育
す
る
の
で
は
な
く
、
お
坊
さ
ん
の
寄
宿
学
校
へ
入
れ
る
こ
と
を

や
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。「
ピ
リ
ウ
ェ
ー
ナ（Privena
）」と
い
い
ま
す
が
、そ
の
お
坊
さ
ん
用
の
仏
教
学
校
は
今

も
あ
り
ま
す
。
今
は
西
洋
式
の
勉
強
の
仕
方
も
や
っ
て
お
い
て
損
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
仏
教
も
や
り
ま
す

が
、一
般
の
学
問
も
や
り
ま
す
。

　

で
す
か
ら
六
歳
か
七
歳
で
沙
弥
出
家
し
て
見
習
い
の
お
坊
さ
ん
に
な
り
、
十
五
歳
ぐ
ら
い
で
還
俗
し
て
し
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ま
っ
た
と
し
て
も
、中
学
校
を
卒
業
し
た
ぐ
ら
い
の
教
育
は
授
け
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
の
で
、一
般
社
会
に
戻
っ

て
も
生
活
を
し
て
い
け
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
学
校
制
度
と
し
て
も
、「
は
い
、
あ
な
た
は
ピ
リ
ウ
ェ
ー
ナ
の
何

年
ま
で
の
課
程
が
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
で
は
あ
な
た
は
高
校
一
年
生
に
編
入
さ
せ
て
あ
げ
ま
す
」と
い
う
共
通

の
教
育
シ
ス
テ
ム
が
で
き
て
い
ま
す
。
お
坊
さ
ん
の
学
校
と
は
言
い
な
が
ら
、
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
国
を
挙
げ
て

一
般
の
学
校
と
連
動
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

仏
教
系
の
学
校
は
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
人
気
が
あ
る
そ
う
で
す
。
出
家
し
な
く
て
も
生
徒
は
そ
こ
に
入
っ
て
学

び
た
い
そ
う
で
す
。
日
本
で
は
仏
教
系
の
大
学
は
あ
ま
り
人
気
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
、仏
教
を

き
ち
ん
と
教
え
て
く
れ
る
、し
か
も
普
通
の
勉
強
も
教
え
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、仏
教
学
校
の
シ
ス
テ
ム
が

し
っ
か
り
と
で
き
て
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、取
り
あ
え
ず
二
十
歳
ま
で
で
終
わ
り
と
い
う
こ
と
で
、西
洋
式
の
大
学
で
の
仏
教
学
の
研
究
と
い
う

感
じ
に
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
れ
で
も
、
第
二
次
大
戦
後
は
ピ
リ
ウ
ェ
ー
ナ
か
ら
発
展
し
て
仏
教
大

学
も
二
校
ほ
ど
で
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
戦
前
は
ま
だ
独
自
の
仏
教
の
学
び
方
だ
け
で
、
西
洋
式
の
文
献
学
と

か
比
較
研
究
の
仏
教
学
の
や
り
方
に
は
乗
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　

日
本
で
は
、西
洋
式
の
仏
教
学
を
取
り
入
れ
た
の
で
す
。
明
治
時
代
に
西
洋
か
ら
仏
教
学
と
、ス
リ
ラ
ン
カ
や

タ
イ
か
ら
上
座
仏
教
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
日
本
で
は
上
座
仏
教
は
主
流
に
な
ら
ず
に
、「
仏

教
学
」を
選
ん
だ
の
で
す
。
何
し
ろ
世
の
中
も
仏
教
界
も「
脱
亜
入
欧
」の
気
分
が
一
杯
で
し
た
。
な
ん
と
な
く

み
ん
な
ア
ジ
ア
が
劣
っ
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
て
、「
西
洋
に
追
い
つ
け
」と
い
う
気
分
が
蔓
延
し
て
い
て
、南
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伝
の
上
座
仏
教
の
こ
と
も
伝
わ
っ
て
は
い
た
の
で
す
が
、そ
ち
ら
は
選
ば
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

上
座
仏
教
で
は
戒
律
を
真
面
目
に
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
し
、
修
行
も
き
ち
ん
と
し
な
け
れ
ば
い
け
ま

せ
ん
。
戒
律
も
修
行
も
緩
々
の
日
本
仏
教
の
人
々
に
は
敷
居
が
高
く
て
敬
遠
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま

し
て
、「
仏
教
の
学
び
＝
仏
教
学
」と
な
り
ま
す
と
、「
い
や
、ア
ジ
ア
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
な
い
で
す
よ
。
西
洋
風
の

新
し
い
学
問
形
式
で
仏
教
を
学
び
ま
す
よ
」と
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
　
　

六　

戦
後
の
仏
教
学

　

日
本
の
仏
教
は
、明
治
時
代
に
定
ま
っ
た
ス
タ
イ
ル
の
ま
ま
戦
後
を
迎
え
ま
し
た
。
戦
争
で
負
け
た
国
に
は
、

勝
っ
た
国
か
ら
あ
れ
こ
れ
指
導
が
入
り
ま
す
。
政
治
だ
け
で
な
く
宗
教
や
学
問
も
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国

家
神
道
や
そ
の
教
育
は
駄
目
だ
と
言
わ
れ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。

　

仏
教
学
に
関
し
て
は
、今
ま
で
や
っ
て
い
た
と
お
り
文
献
学
と
比
較
宗
教
学
で
行
き
ま
し
ょ
う
と
、ア
メ
リ
カ

の
お
墨
付
き
を
得
て
、
明
治
時
代
か
ら
の
や
り
方
で
続
け
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
の
学
者

も
そ
の
や
り
方
を
少
し
変
え
よ
う
と
思
え
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

戦
争
中
は
、外
国
の
学
者
と
ま
と
も
に
交
流
で
き
な
く
て
寂
し
か
っ
た
わ
け
で
す
し
、そ
の
間
に
研
究
も
遅
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
戦
後
、自
由
に
な
る
と
、や
は
り
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
目
が
行
く
の
で
す
。
東
南
ア
ジ
ア
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や
ス
リ
ラ
ン
カ
は
、
戦
争
に
負
け
た
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
国
土
が
戦
場
に
さ
れ
て
疲
弊
し
て
い
ま
し
た
。
日

本
人
の
目
が
向
く
の
は
、
明
治
維
新
期
と
同
じ
く
第
二
次
大
戦
後
も
ア
ジ
ア
で
は
な
く
西
洋
世
界
だ
っ
た
の
で

す
。
そ
れ
か
ら
七
十
年
。
現
在
で
も
明
治
以
来
の
文
献
学
と
比
較
宗
教
学
が
ず
っ
と
続
い
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
現
在
、
仏
教
学
自
体
が
少
し
疲
弊
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
こ
の
九
月
に
日
本
で
一
番
大
き
い

仏
教
学
の
研
究
会
に
、五
年
ぶ
り
に
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
は「
仏
教
学
分
野
に
な
か
な
か
若
い
研
究
者
が
入
っ

て
き
て
く
れ
な
い
ね
」と
か「
研
究
の
仕
方
も
同
じ
パ
タ
ー
ン
で
寂
し
い
ね
」な
ど
と
い
う
声
が
大
き
か
っ
た
の

で
す
が
、一
方
で
、「
仏
教
研
究
の
方
法
は
今
後
も
文
献
研
究
と
比
較
宗
教
学
で
行
こ
う
」と
再
確
認
す
る
よ
う
な

発
表
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

　

仏
教
学
者
は
、
一
方
で
は
仏
教
学
が
老
朽
化
し
て
世
間
や
次
の
世
代
か
ら
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
と
感
じ
つ

つ
、し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
従
来
の
や
り
方
を
変
更
す
る
ア
イ
デ
ア
も
な
い
し
、そ
も
そ
も
変
更
す
る
気
も
な

さ
そ
う
な
の
で
す
。

　

一
般
の
現
代
人
は
、自
分
の
心
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
と
か
、少
な
く
と
も
心
の
癒
や
し
を
求
め
て
い
て
、仏
教

へ
の
需
要
は
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
解
決
法
を
仏
教
学
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
日
本

の
仏
教
学
が
な
ぜ
求
め
ら
れ
な
い
か
と
い
い
ま
す
と
、明
治
時
代
か
ら
ず
っ
と
修
行
や
悟
り
を
捨
て
て
、た
だ
知

識
の
み
の
研
究
を
や
っ
て
き
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
仏
教
学
が
捨
て
た
修
行
と
悟
り
が
、
仏
教
自
体
に
は
ま
だ
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
の

仏
教
界
は
仏
教
学
界
に
追
随
す
る
だ
け
で
な
く
、も
う
一
度
、悟
り
と
か
悟
り
に
至
る
修
行
法
を
ア
ピ
ー
ル
す
れ
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ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
「
仏
教
に
だ
け
悟
り
が
あ
る
」と
い
う
と
、
も
の
す
ご
く
威
張
っ
た
言
い
方
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
こ
れ
は
本
当
の
こ
と
で
す
。
比
較
宗
教
学
を
や
る
に
し
て
も
他
の
宗
教
と
比
較
し
き
れ
な
い
も
の
が
仏
教

に
だ
け
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
悟
り
と
悟
り
に
至
る
修
行
で
す
。「
こ
の
宗
教
で
は
神
に
祈
る
こ
と
で
救
い
を
得

ら
れ
ま
す
」と
か「
こ
の
宗
教
で
は
社
会
に
対
し
て
こ
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
ま
す
」な
ど
と
い
う
点
で
は
仏

教
と
も
比
較
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、修
行
を
し
て
悟
る
こ
と
は
仏
教
に
し
か
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、こ
こ
だ
け
は
ど
う
し
て
も
他
と
比
較
で

き
な
い
の
で
す
。
そ
れ
を
比
較
宗
教
学
で
は
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
仏
教
だ
け
に
あ
る

悟
り
と
い
う
も
の
を
、
も
う
少
し
仏
教（
学
）者
が
思
い
出
し
て
ア
ピ
ー
ル
し
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　

た
だ
し
、
悟
り
と
か
修
行
は
、
日
本
に
も
伝
わ
っ
た
大
乗
仏
教
で
は
非
常
に
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

大
乗
経
典
が
釈
尊
の
教
え
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
仏
滅
五
百
年
も
経
っ
て
か
ら
釈
尊
の
教
え
を
取
り
入
れ
な
が

ら
も
あ
れ
こ
れ
余
計
な
も
の
も
混
ぜ
て
つ
く
っ
た
書
物
な
の
で
、
そ
れ
を
読
ん
で
学
ん
で
あ
れ
こ
れ
修
行
す
る

だ
け
で
は
、な
か
な
か
悟
り
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
な
か
な
か
悟
れ
ま
せ
ん
。

　

明
治
時
代
以
降
に
日
本
に
入
っ
た
南
伝
上
座
仏
教
の
パ
ー
リ
語
の
書
物
な
ら
ば
、
釈
尊
の
教
え
を
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
記
録
し
て
い
ま
す
の
で
悟
り
と
悟
り
へ
の
道
も
理
解
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

　

西
洋
か
ら
入
っ
た
仏
教
学
を
私
は
散
々
貶
し
て
き
ま
し
た
が
、
学
問
と
し
て
は
捨
て
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
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ん
。
仏
教
学
者
が
力
を
合
わ
せ
て
、仏
教
学
の
手
法
で
、南
伝
上
座
仏
教
の
典
籍
を
も
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
す
。
明
治
時
代
に
上
座
仏
教
を
実
践
し
た
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
学
問
レ
ベ
ル
で
は
も

の
す
ご
く
頑
張
っ
て
、第
二
次
大
戦
が
始
ま
る
ま
で
に
ぎ
り
ぎ
り
間
に
合
っ
て
、パ
ー
リ
語
の
三
蔵
を
和
訳
し
た

り
上
座
仏
教
の
典
籍
を
も
含
む
辞
書
を
つ
く
っ
た
り
し
ま
し
た
。
戦
後
七
十
年
を
経
た
現
在
で
は
上
座
仏
教
の

こ
と
も
知
識
と
し
て
簡
単
に
手
に
入
る
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
書
物
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
、
悟
り
も
修
行
も
戒
律
も
、
本
当
に
は
理
解
で
き
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
。

知
識
と
し
て
の
理
解
と
み
ず
か
ら
実
践
し
て「
分
か
っ
た
」と
か「
悟
っ
た
」と
い
う
こ
と
と
は
、
雲
泥
の
差
が
あ

る
の
で
す
。「
自
分
は
学
者
だ
か
ら
文
献
研
究
だ
け
や
り
ま
し
ょ
う
。
実
践
は
お
坊
さ
ん
に
任
せ
ま
し
ょ
う
」な

ど
と
言
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
を
分
か
る
の
が
仏
教
学
で
す
か
ら
、
文
献
解
読
や
比
較
研
究

だ
け
で
は
理
解
が
及
ば
な
い
と
こ
ろ
は
、も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、自
分
で
実
際
に
や
っ
て
み
る
し
か
な
い
と
思

い
ま
す
。

　
　
　

七　

実
証
研
究
と
し
て
の
仏
教
学
を

　

学
問
と
し
て
見
て
も
、仏
教
学
は
人
文
科
学
の
一
員
な
の
で
す
か
ら
、「
科
学
」的
に
研
究
す
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。
文
献
を
解
読
し
た
り
比
較
研
究
し
た
り
す
る
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
、
書
い
て
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あ
る
こ
と
が
本
当
か
ど
う
か
追
試
実
験
し
て
自
分
で
確
か
め
る
し
か
な
い
で
し
ょ
う
。
自
然
科
学
な
ら
、
他
人

の
実
験
結
果
が
本
当
か
ど
う
か
、そ
こ
に
示
さ
れ
た
方
法
・
条
件
で
実
験
し
て
同
じ
結
果
が
出
る
か
ど
う
か
追
試

す
る
の
で
す
。

　

人
文
科
学
た
る
仏
教
学
も
、釈
尊
が
語
っ
た
悟
り
が
本
当
か
ど
う
か
、釈
尊
が
示
し
た
通
り
の
修
行
方
法
で
学

者
も
追
試
し
て
み
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
同
じ
悟
り
の
結
果
が
出
れ
ば
釈
尊
の
語
っ
て
い
る
こ
と
、
経
典
に
説
か

れ
て
い
る
こ
と
は
正
し
い
と
証
明
で
き
ま
す
。

　

学
問
も
た
だ
や
る
だ
け
で
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
が
成
長
で
き
る
か
ど
う
か
ま
で
考
え
て
ほ
し
い
の

で
す
。「
学
問
」と
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、私
は
仏
教
し
か
知
り
ま
せ
ん
の
で
、仏
教
に
限

定
し
ま
す
。
仏
教
の
場
合
、
そ
れ
を
学
ん
で
自
分
が
成
長
す
る
の
で
あ
れ
ば
学
ぶ
価
値
は
あ
り
ま
す
。
学
ん
で

成
長
が
な
い
よ
う
な
学
び
方
は
、あ
ま
り
よ
く
な
い
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

　

西
洋
か
ら
文
献
研
究
が
入
り
、南
方
か
ら
パ
ー
リ
仏
典
が
入
り
、明
治
か
ら
現
在
ま
で
百
五
十
年
間
の
文
献
研

究
だ
け
で
、仏
教
の
知
識
は
格
段
に
増
え
ま
し
た
。
そ
れ
以
前
か
ら
、日
本
で
は
仏
教
と
い
う
素
晴
ら
し
い
世
界

が
あ
る
こ
と
が
千
五
百
年
か
け
て
は
っ
き
り
と
分
か
っ
て
い
ま
す
。
仏
教
は
日
本
の
文
化
に
し
っ
か
り
と
根
を

下
ろ
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、そ
れ
で
終
わ
り
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
だ
け
で
満
足
し
て
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

せ
っ
か
く
大
乗
仏
教
だ
け
で
は
な
い
、
釈
尊
の
元
々
の
教
え
ま
で
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
す
。
文
献
学

や
比
較
研
究
な
ど
の
科
学
的
な
研
究
方
法
も
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。
で
は
、も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、人

文
科
学
と
し
て
の
仏
教
学
を
完
遂
す
る
べ
く
、
次
は
い
よ
い
よ
研
究
者
み
ず
か
ら
が
自
分
の
心
身
を
実
験
台
に
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し
て
悟
り
を
目
指
し
て
修
行
体
験
す
べ
き
と
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
然
科
学
の
大
発
見
も
、あ
れ
こ
れ
逆
を
や
っ
て
み
た
り
、遊
び
で
ふ
ざ
け
て
実
験
し
て
み
た
り
、意
外
な
こ

と
を
や
っ
て
み
た
り
し
て
見
つ
か
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
人
文
科
学
と
い
う
か
仏
教
の
実
験
も
、
最
初
か
ら
完

璧
を
目
指
し
て「
ま
ず
は
家
庭
を
捨
て
て
比
丘
出
家
し
て
か
ら
」な
ど
と
身
構
え
な
く
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

あ
く
ま
で
実
験
で
す
か
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
や
日
本
で
も
や
っ
て
い
る
十
日
間
コ
ー
ス
の
瞑
想
会
に
参
加
す
る
と

か
、一
日
コ
ー
ス
で
や
り
方
だ
け
身
体
で
習
う
と
か
、ち
ょ
っ
と
ず
つ
や
っ
て
み
る
の
で
良
い
と
思
い
ま
す
。

　

ど
の
よ
う
に
や
れ
ば
い
い
か
と
言
い
ま
す
と
、
日
本
人
の
一
般
的
な
悪
い
癖
で
す
が
、
い
き
な
り
百
％
か
ゼ

ロ
％
か
で
考
え
な
く
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
私
も
昔
は
そ
う
考
え
て
お
り
、
上
座
仏
教
の
修
行
は
と
う
て
い

無
理
だ
と
尻
込
み
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
完
全
か
無
か
で
は
、
一
歩
も
進
め
ま
せ
ん
。
無
か
ら
徐
々
に
進

ん
で
や
が
て
完
全
を
目
指
す
の
で
す
か
ら
、一
と
か
五
と
か
、ち
ょ
っ
と
だ
け
ま
ず
は
や
っ
て
み
る
の
で
も
良
い

と
思
い
ま
す
。

　

浄
土
真
宗
に
は
、い
つ
も
百
％
か
ゼ
ロ
％
か
ど
っ
ち
か
に
せ
よ
と
い
う
気
配
が
あ
り
ま
す
。「
私
の
よ
う
な
凡

夫
、煩
悩
だ
ら
け
の
人
間
は
、完
全
な
善
い
こ
と
を
し
て
自
分
の
力
で
悟
り
を
開
く
百
％
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら

諦
め
ま
し
ょ
う
。
ゼ
ロ
％
の
何
の
善
行
為
も
で
き
な
い
ま
ま
で
い
ま
す
」に
な
る
わ
け
で
す
。「
ち
ょ
っ
と
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
で
も
や
り
ま
し
ょ
う
か
」と
誘
っ
て
も
、「
そ
ん
な
善
い
こ
と
を
や
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
」に
な
る

わ
け
で
す
。
い
つ
も「
百
」か「
ゼ
ロ
」な
の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
気
持
ち
で
い
る
の
で
は
な
く
、
上
座
仏
教
か
ら
学
ぼ
う
と
か
実
験
し
て
み
よ
う
と
は
言
っ
て
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も
、
い
き
な
り
子
ど
も
も
奥
さ
ん
も
捨
て
て
出
家
し
な
さ
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
座
仏
教
の
世

界
で
は
、特
に
第
二
次
大
戦
後
は
、在
家
向
け
の
修
行
の
や
り
方
も
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
二
泊
三
日
く
ら
い

の
合
宿
形
式
の
瞑
想
会
や
、日
帰
り
で
修
行
の
や
り
方
だ
け
、と
に
か
く
教
え
る
と
い
う
こ
と
さ
え
や
っ
て
い
ま

す
。

　

そ
う
い
う
実
践
会
に
ち
ょ
っ
と
行
っ
て
み
れ
ば
い
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
前
の
日
に
酒
を
飲
ん
で
二
日
酔

い
で
頭
が
痛
い
ま
ま
で
も
、と
に
か
く
や
っ
て
み
れ
ば
い
い
の
で
す
。「
修
行
し
て
い
る
半
日
の
間
だ
け
は
酒
を

飲
ま
な
い
で
頑
張
る
ぞ
」と
。
さ
す
が
に
修
行
を
し
な
が
ら
飲
ん
で
い
た
ら
病
気
で
す
。
修
行
期
間
中
だ
け
は

頑
張
っ
て
や
っ
て
み
て
、終
わ
っ
て「
あ
あ
、き
つ
い
な
」と
、ま
た
酒
に
逃
げ
て
も
い
い
わ
け
で
す
か
ら
、ち
ょ
っ

と
や
っ
て
み
た
ら
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
を
実
験
台
に
し
て「
じ
ゃ
あ
、
こ
の
や
り
方
を
や
っ
て
み
ま
し
ょ
う
か
ね
」と
や
っ
て
み
て
、
そ
れ
で「
だ

ん
だ
ん
馴
染
ん
で
き
た
。
私
に
は
こ
れ
が
向
い
て
い
る
」と
思
え
ば
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
、
し
ま
い
に
は「
出
家
さ

せ
て
く
だ
さ
い
」と
言
え
ば
い
い
の
で
す
。
お
試
し
期
間
と
か
が
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
あ
ま
り
自
分

か
ら
枠
を
決
め
な
く
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
せ
っ
か
く
西
洋
流
の
知
識
学
問
も
入
っ
て
き
ま
し
た
か
ら
、
そ

の
や
り
方
で
、新
た
に
知
る
こ
と
が
で
き
た
上
座
仏
教
を
、も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、「
実
験
」と
し
て
実
践
的
に

学
ん
だ
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
も
、
も
う
一
歩
踏
み
込
む
と
き
に
、
自
分
の
宗
派
な
ど
を
あ
ま
り
考
え
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

「
う
ち
は
先
祖
代
々
曹
洞
宗
だ
か
ら
、
こ
の
や
り
方
で
な
い
と
駄
目
で
す
、
他
の
教
え
は
…
…
」な
ど
と
考
え
る
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の
は
要
ら
ぬ
心
配
で
す
。
同
じ
仏
教
な
の
で
す
か
ら
、「
今
日
は
、こ
っ
ち
の
修
行
を
や
っ
て
み
ま
す
」と
か
、「
今

日
は
火
渡
り
や
っ
て
み
ま
す
」と
か
、楽
し
ん
で
し
ま
え
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
を
飛
び
込
ま
せ
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
す
。
千
五
百
年
来
の
日
本
の
仏
教
に
も
価
値
は
あ
り
ま
す
が
、

「
宗
派
」だ
け
は
、ち
ょ
っ
と
日
本
の
仏
教
の
善
く
な
い
特
徴
で
す
の
で
、そ
こ
は
忘
れ
て
、大
乗
よ
り
厳
密
な
南

伝
上
座
仏
教
を
西
洋
式
人
文
科
学
で
実
験
す
る
と
い
う
や
り
方
を
、ぜ
ひ
試
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。

　

日
本
の
仏
教
と
南
伝
上
座
仏
教
が
明
治
に
邂
逅
し
、そ
の
う
え
、西
洋
式
仏
教
学
の
方
法
が
日
本
に
入
っ
て
い

ろ
い
ろ
比
較
研
究
し
て
百
五
十
年
経
ち
ま
し
た
。
比
較
研
究
を
経
て
知
識
と
し
て
は
解
明
さ
れ
た
南
北
両
仏
教

に
説
か
れ
て
い
る
内
容
を
、次
は
、私
た
ち
が
み
ず
か
ら
実
証
す
る
番
で
す
。
こ
れ
が
現
代
か
ら
将
来
に
向
け
た

仏
教
学
の
新
た
な
道
だ
と
思
い
ま
す
。

　

い
ろ
い
ろ
大
風
呂
敷
を
広
げ
ま
し
た
が
、
従
来
の
日
本
の
仏
教
と
南
伝
上
座
仏
教
と
い
う
タ
イ
プ
が
だ
い
ぶ

違
う
二
種
類
の
仏
教
が
、こ
の
、何
で
も
貪
欲
に
吸
収
し
て
し
ま
う
日
本
で
出
会
っ
た
の
で
す
。
お
ま
け
に
そ
の

両
者
が
出
会
っ
た
明
治
時
代
に
こ
れ
ま
た
新
た
な
も
の
、
西
洋
式
学
問
方
法
た
る
仏
教
学
ま
で
導
入
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
ら
が
良
い
意
味
で
化
学
反
応
を
起
こ
し
て
新
た
な
仏
教
と
仏
教
学
の
道
を
切
り
開
い
て
い
け
れ
ば
よ

い
と
願
っ
て
い
ま
す
。


