
平
成
十
二
年
八
月
二
十
一
日
の
未
明
に
舟
橋
一
哉
先
生
が
九
十
一
年
に
及
ぶ
生
涯
を
お
え
て
示
寂
さ
れ
た
。
葬
儀
は
同
二
十
四
日
の
午

後
御
自
坊
の
蓮
泉
寺
本
堂
で
営
ま
れ
た
。
盆
は
過
ぎ
て
い
た
の
に
暑
い
日
で
あ
っ
た
。
仏
前
に
は
先
生
ご
自
身
が
お
考
え
に
な
っ
た
対
法

院
釈
一
哉
の
法
名
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
本
誌
の
編
集
会
議
で
、
門
下
生
で
も
な
い
私
が
追
悼
文
を
耆
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た

不
遜
で
あ
る
と
の
お
叱
り
を
承
知
の
上
で
敢
え
て
筆
を
執
ら
せ
て
い
た
だ
く
の
は
、

先
学
を
偲
ぶ

舟
橋
一
哉
先
生
の
ご
業
績

小

谷

信

千
代
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先
生
に
は
博
士
課
程
で
「
倶
舎
論
』
の
講
読
を
し
て
い
た
だ
い
た
が
、
当
時
は
倶
舎
学
の
重
要
さ
に
気
づ
か
ず
、
先
生
か
ら
多
く
を
学

ぶ
努
力
を
し
な
か
っ
た
こ
と
が
今
と
な
っ
て
は
悔
や
ま
れ
る
。
先
生
の
ご
研
究
の
大
切
さ
に
触
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
研
究
者
の
道

を
志
し
て
暫
く
し
た
頃
、
自
分
に
仏
教
の
基
礎
的
な
知
識
が
備
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

仏
教
を
学
ぶ
上
で
倶
舎
学
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
修
士
課
程
で
山
口
益
先
生
の
中
観
諭
書
の
講
読
に
出
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
折
に
し
ば
し
ば
耳
に
し
て
い
た
。
先
生
は
、
そ
の
重
要
さ
を
教
え
る
た
め
に
、
恩
師
ド
ー
ヲ
・
ヴ
ァ
レ
・
プ
サ
ン
博
士
が
仏
教
の

理
解
は
「
倶
舎
論
」
の
理
解
と
比
例
し
て
深
ま
る
と
語
ら
れ
た
こ
と
を
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
別
の
機
会
に
は
、

先
生
が
舟
橋
先
生
と
共
に
訳
さ
れ
て
い
た
「
倶
舎
論
」
世
間
品
の
翻
訳
の
原
稿
が
完
成
し
た
日
の
朝
、
研
究
室
で
徹
夜
の
作
業
を
さ
れ
た

舟
橋
先
生
と
顔
を
会
わ
さ
れ
た
と
き
、
舟
橋
先
生
の
お
顔
が
「
脂
が
絞
り
取
ら
れ
て
抜
け
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
疲
れ
は
て
た
顔
を
し
て
お

ら
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
、
『
倶
舎
論
』
の
研
究
が
い
か
に
体
力
と
根
気
の
い
る
大
変
な
も
の
で
あ
る
か
を
話
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

櫻
部
建
先
生
に
よ
れ
ば
、
山
口
先
生
ご
自
身
「
私
は
仏
教
の
勉
強
を
倶
舎
か
ら
始
め
た
」
と
語
っ
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
山
口
先
生
の
倶
舎
学
の
師
が
舟
橋
先
生
の
ご
父
君
の
舟
橋
水
哉
教
授
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
（
櫻
部
建
「
大
谷
大
学
の
倶
舎
学
の
伝
統
に
つ

い
て
」
扇
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
第
七
十
号
、
一
九
九
九
年
）
を
知
ら
さ
れ
る
と
、
大
谷
大
学
の
仏
教
学
の
歴
史
が
偲
ば
れ
て
興
味
深
い
。
水
哉
教

授
に
は
『
倶
舎
の
教
義
及
び
其
歴
史
」
（
法
蔵
館
、
一
九
四
○
年
）
と
い
う
、
読
み
物
と
し
て
も
楽
し
い
類
書
の
な
い
好
著
が
あ
る
。
こ
の

ご
父
君
の
学
問
を
継
承
さ
れ
た
倶
舎
学
は
『
業
の
研
究
』
（
法
蔵
館
、
一
九
五
四
年
）
と
し
て
完
成
さ
れ
、
京
都
大
学
へ
提
出
さ
れ
て
博
士

お
ら
れ
た
よ
う
で
、
い
つ
も
笑
顔
で
講
義
を
し
て
下
さ
り
、
毎
回
が
楽
し
い
授
業
で
あ
っ
た
。
時
々
冗
談
を
言
っ
て
学
生
を
笑
わ
そ
う
と

さ
れ
た
が
、
そ
の
前
に
ご
自
分
の
ほ
う
が
顔
を
赤
く
し
て
笑
っ
て
し
ま
わ
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
茶
目
っ
気
が
旺
盛
で
、
新
製
品
の

眼
鏡
を
買
っ
て
こ
ら
れ
た
折
に
、
「
こ
れ
は
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
よ
ね
」
と
言
っ
て
、
懸
け
て
お
ら
れ
る
眼
鏡
の
レ
ン
ズ
の
部
分

を
、
両
方
の
親
指
で
め
く
る
よ
う
に
上
に
あ
げ
て
、
小
鼻
を
ひ
く
つ
か
せ
る
よ
う
に
し
て
示
さ
れ
る
自
慢
げ
な
表
情
に
、
私
た
ち
は
大
笑

い
を
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
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私
に
と
っ
て
第
一
に
重
要
な
舟
橋
先
生
の
業
績
は
『
倶
舎
論
』
の
研
究
で
あ
る
が
、
第
二
に
重
要
な
も
の
と
し
て
原
始
仏
教
の
研
究
が

あ
る
。
先
生
の
こ
の
分
野
の
代
表
的
な
業
績
は
『
原
始
仏
教
思
想
の
研
究
』
（
法
蔵
館
、
一
九
五
二
年
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
恩
師
赤
沼
智

善
先
生
の
阿
含
の
学
を
継
承
す
る
お
仕
事
で
あ
る
。
赤
沼
先
生
の
、
釈
尊
の
縁
起
説
に
は
「
有
情
数
縁
起
」
と
．
切
法
因
縁
生
の
縁

起
」
と
を
説
く
二
種
の
縁
起
説
が
あ
る
、
と
す
る
説
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
二
種
の
縁
起
説
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な

対
応
関
係
に
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
は
そ
れ
を
別
個
に
説
く
対
応
経
典
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
よ
く
理

と
し
て
完
成
さ
れ
て
い
を

の
学
位
が
授
与
さ
れ
た
。
ま
た
、
山
口
先
生
が
仏
教
学
研
究
室
で
始
め
ら
れ
た
「
倶
舎
論
の
会
」
で
修
得
さ
れ
た
梵
・
蔵
・
漢
の
諸
本
対

照
研
究
の
方
法
に
よ
る
倶
舎
学
は
、
「
倶
舎
論
の
原
典
解
明
」
世
間
品
（
法
蔵
館
一
九
五
五
年
）
・
業
品
（
法
蔵
館
、
一
九
八
七
年
）
の
二
巻

起
」
と
を
説
く
二
種
の
縁
起
説
奔

対
応
関
係
に
あ
る
か
、
あ
る
い
畔

解
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

舟
橋
先
生
に
よ
れ
ば
前
者
は
「
有
情
が
迷
い
の
世
界
に
流
転
す
る
、
そ
の
流
転
の
す
が
た
を
説
く
縁
起
説
」
で
あ
り
、
後
者
は
「
迷
い

の
生
に
あ
っ
て
は
、
す
べ
て
は
種
々
様
々
な
条
件
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
存
在
す
る
も
の
、
即
ち
条
件
に
依
存
す
る
も
の
ば
か
り
で

あ
っ
て
、
条
件
を
離
れ
て
、
条
件
と
無
関
係
に
存
在
す
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
」
こ
と
を
説
く
縁
起
説
で
あ
る
。
舟
橋
先
生
は
こ
れ
ら
の

縁
起
説
の
関
係
に
つ
い
て
、
赤
沼
先
生
の
よ
う
に
二
種
を
無
関
係
な
説
と
し
て
赦
然
と
分
け
な
い
で
、
．
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
と

「
有
情
数
縁
起
」
と
を
縁
起
の
有
す
る
二
面
と
解
釈
し
、
原
始
経
典
に
説
か
れ
る
縁
起
説
が
、
実
際
は
有
情
数
縁
説
の
み
で
あ
り
、
有
情

数
縁
起
説
に
こ
れ
ら
の
二
面
が
意
味
さ
れ
て
い
る
と
す
る
考
え
方
を
提
示
さ
れ
た
。

舟
橋
先
生
が
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
説
を
有
情
数
縁
起
説
の
有
す
る
一
面
で
あ
る
と
解
す
る
の
を
妥
当
と
さ
れ
る
の
は
、
一
切
法
因
縁

生
の
縁
起
説
は
諸
行
が
無
常
で
あ
る
こ
と
の
論
理
的
根
拠
を
示
す
役
目
を
果
た
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
有
情
の
生
存
の
苦
た
る
所
以
を

示
す
有
情
数
縁
起
説
が
成
立
し
得
る
と
考
え
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
舟
橋
先
生
は
、
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
説
を
、
有
情
数
縁

起
説
に
と
っ
て
、
有
情
の
生
存
の
苦
な
る
こ
と
の
論
理
的
根
拠
を
示
す
と
い
う
意
義
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
私
に
は
舟
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橋
先
生
の
こ
の
お
考
え
が
釈
尊
の
多
様
な
縁
起
説
を
統
一
的
に
理
解
す
る
上
で
重
要
な
指
針
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

私
に
と
っ
て
第
三
に
重
要
な
お
仕
事
は
、
先
生
が
六
十
三
歳
の
折
に
安
居
の
本
講
を
勤
め
ら
れ
た
と
き
の
講
本
『
曇
鶯
の
淨
土
論
註
』

（
東
本
願
寺
出
版
部
、
一
九
七
二
年
）
で
あ
る
。
本
耆
は
後
に
増
補
し
て
「
仏
教
と
し
て
の
浄
土
教
」
と
し
て
再
刊
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言

に
は
浄
土
門
・
念
仏
門
の
家
庭
に
生
ま
れ
育
た
れ
た
先
生
の
身
に
つ
い
て
い
る
「
仏
教
学
も
真
宗
学
で
あ
る
」
と
い
う
お
考
え
が
著
わ
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
書
の
中
で
先
生
は
、
官
立
大
学
に
お
け
る
仏
教
学
を
「
実
証
的
仏
教
学
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
大
谷
大
学
に
お
け
る
仏
教

学
は
「
主
体
的
仏
教
学
」
と
呼
び
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
ら
れ
る
。

先
生
は
定
年
後
、
宗
派
内
外
の
寺
院
の
教
区
や
組
な
ど
の
講
習
会
や
研
修
会
な
ど
に
し
ば
し
ば
出
か
け
ら
れ
、
明
解
な
お
話
し
ぶ
り
で

多
く
の
聴
講
者
・
参
詣
者
を
喜
ば
せ
ら
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
私
も
学
生
時
代
に
山
陽
教
区
の
親
鶯
聖
人
の
讃
仰
講
演
会
で
、
先
生
が
中
村

久
子
さ
ん
の
苦
難
の
生
涯
と
そ
れ
を
支
え
た
念
仏
信
仰
の
話
を
さ
れ
る
の
を
感
動
し
て
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
の
放
送

に
も
何
度
か
出
演
さ
れ
、
そ
の
都
度
ま
っ
た
く
時
計
を
見
る
こ
と
な
し
に
予
定
の
時
間
に
ピ
タ
リ
と
話
を
終
わ
ら
れ
る
の
で
放
送
局
の
人

が
感
心
し
た
と
い
う
話
を
櫻
部
先
生
か
ら
お
聞
き
し
た
。
か
っ
て
あ
る
国
立
大
学
の
仏
教
学
者
が
先
生
の
そ
の
よ
う
な
活
動
ぶ
り
を
批
判

し
て
「
お
説
教
よ
り
も
も
っ
と
研
究
に
時
間
と
労
力
を
注
が
れ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
る
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

と
き
は
そ
う
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
が
、
先
生
が
大
乗
仏
教
を
「
つ
ね
に
釈
尊
が
現
在
た
だ
い
ま
こ
の
国
に
お
出
ま
し
下
さ
っ
た
と
し
た
な

ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
仏
教
を
お
説
き
下
さ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
仏
教
を
現
代
に
生
か
し
て
行
こ
う
と

努
力
し
て
来
た
」
も
の
と
捉
え
て
お
ら
れ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
先
生
が
法
話
等
の
活
動
に
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
た
の
は
、
先
生
の
大
乗

仏
教
徒
と
し
て
の
お
心
が
、
ご
自
身
の
学
問
を
単
な
る
「
実
証
的
仏
教
学
」
に
の
み
止
ま
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
よ
う
に

も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
ご
活
動
も
先
生
に
と
っ
て
は
「
主
体
的
仏
教
学
」
の
一
端
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
主
体
的

仏
教
学
」
も
先
生
の
場
合
に
は
決
し
て
単
な
る
「
お
説
教
」
で
は
な
く
、
「
実
証
的
仏
教
学
」
を
踏
ま
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

こ
と
を
以
下
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

州戸
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こ
こ
数
年
、
大
学
に
通
う
車
中
で
読
む
た
め
に
、
思
い
出
し
た
よ
う
に
し
て
『
曇
鶯
の
淨
土
論
註
」
を
書
架
か
ら
取
り
出
し
て
は
携
え

る
、
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ
れ
は
往
生
と
回
向
と
に
関
す
る
親
鶯
聖
人
独
特
の
解
釈
の
由
来
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
の
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
の
私
に
は
、
舟
橋
先
生
の
講
本
か
ら
、
そ
の
解
釈
の
由
来
に
、
不
退
転
・
正
定
聚
の
概
念
を
聖
人
が
修
道
論
の

中
に
ど
の
よ
う
に
考
え
て
位
置
づ
け
よ
う
と
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
が
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
想
像
す

る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
私
の
想
像
の
当
否
は
と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
、
先
生
の
「
主
体
的
仏
教
学
」
の
成

果
で
あ
る
『
曇
鴬
の
淨
土
論
註
」
に
示
さ
れ
る
「
実
証
的
仏
教
学
」
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
き
た
い
。

こ
の
講
本
に
よ
っ
て
論
註
の
五
受
溌
・
見
仏
・
未
証
浄
心
・
増
上
縁
等
の
用
語
が
イ
ン
ド
仏
教
学
の
見
地
か
ら
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
は
、

阿
含
・
阿
毘
達
磨
に
造
詣
の
深
い
舟
橋
先
生
な
ら
で
は
の
功
績
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
最
も
大
切
な
の
は
、
論
註
の
重
要
な
概
念

で
あ
る
不
退
転
・
正
定
聚
の
語
源
を
、
パ
ー
リ
相
応
部
二
二
・
一
○
九
の
「
預
流
の
者
・
不
堕
法
の
者
・
決
定
せ
る
者
・
等
覚
に
向
え
る

者
」
と
い
う
預
流
を
語
る
と
き
の
常
套
句
の
中
に
求
め
、
不
退
転
を
「
不
堕
法
の
者
」
か
ら
の
、
正
定
聚
を
「
決
定
せ
る
者
」
か
ら
の
発

展
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
見
道
・
預
流
は
最
初
期
の
仏
教
に
お
い
て
は
究
極
的
な
る
解
脱
・
浬
梁
と
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
㈱

し
か
し
舟
橋
先
生
に
よ
れ
ば
、
そ
の
見
道
・
預
流
に
お
け
る
如
実
智
見
は
や
が
て
、
如
実
智
見
者
の
自
己
反
省
の
結
果
、
そ
れ
だ
け
で
は

未
だ
真
の
解
脱
・
浬
樂
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
が
真
の
解
脱
・
浬
藥
で
は
な
い
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
実
践
的

な
側
面
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
先
生
は
相
応
部
二
二
・
九
○
に
説
か
れ
る
尊
者
閏
陀
の
覚
り
と
釈
尊
の
覚
り
の
違
い

を
例
に
用
い
て
説
明
し
、
釈
尊
の
如
実
智
見
が
尊
者
閏
陀
の
如
実
智
見
と
異
な
る
の
は
、
釈
尊
の
そ
れ
が
「
実
践
的
智
慧
」
で
あ
っ
た
か

ら
だ
と
さ
れ
る
。
如
実
智
見
が
単
な
る
真
理
の
理
解
に
止
ま
ら
ず
、
究
極
的
な
解
脱
・
浬
檗
と
な
る
に
は
「
実
践
的
智
慧
」
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
先
生
の
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

正
定
聚
・
不
退
転
が
菩
薩
の
修
道
論
の
ど
の
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
に
関
し
て
は
、
諭
書
に
よ
っ
て
説
が
異
な
る
こ
と
が
先
生
の

要
を
得
た
説
明
に
よ
っ
て
よ
く
理
解
で
き
る
。
そ
こ
で
は
龍
樹
が
そ
れ
を
初
地
に
置
い
て
現
生
の
益
と
考
え
、
天
親
・
曇
鶯
は
菩
薩
の
第
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と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
現
生
に
お
け
る
正
定
聚
・
不
退
転
を
「
彼
士
の
益
と
し
て
の
正
定
聚
・
不
退
転
が
、
娑
婆
世
界
に
お
け
る
真
実
信

心
の
上
に
影
を
映
し
た
も
の
」
と
さ
れ
る
先
生
の
説
明
が
私
に
は
ま
だ
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
聖
人
の
上
記
の
よ
う
な
考
え
が
曇
鶯
の
浄

土
思
想
に
基
づ
く
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
先
生
が
言
お
う
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
あ
る
い
は
幡
谷
明
先
生
が
、
浄
土
に
往
生
す
れ
ば
速
や
か
に

無
上
菩
提
を
成
就
し
得
る
と
す
る
確
信
を
「
こ
の
現
身
に
賜
っ
た
信
心
に
お
い
て
す
で
に
与
え
ら
れ
え
て
い
る
」
も
の
と
捉
え
て
、
「
煩

悩
成
就
の
凡
夫
人
が
不
断
煩
悩
の
ま
ま
に
往
生
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
お
い
て
、
浄
土
は
真
に
真
実
功
徳
の
世
界
と
し
て
そ
れ
自
体

八
地
に
當
る
も
の
と
考
え
て
彼
士
の
益
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
先
生
は
諸
論
耆
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
詳
細
に
検
討
さ

れ
た
後
に
、
親
鶯
聖
人
の
位
置
づ
け
の
仕
方
に
つ
い
て
次
ぎ
の
よ
う
に
自
問
自
答
し
て
お
ら
れ
る
。

八
地
の
不
退
と
初
地
の
不
退
と
を
一
つ
に
し
て
、
し
か
も
そ
れ
を
「
現
生
不
退
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
可
能
で
あ

る
か
。
原
始
仏
教
学
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
正
定
聚
・
不
退
転
の
思
想
は
、
一
般
仏
教
学
に
お
け

る
見
道
・
預
流
説
の
発
展
・
展
開
で
あ
り
、
そ
の
見
道
・
預
流
は
最
初
期
の
仏
教
に
お
い
て
は
究
極
的
な
る
解
脱
・
浬
藥
と
一
つ
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
と
同
時
に
後
世
の
仏
教
に
お
い
て
は
、
正
定
聚
・
不
退
転
は
解
脱
・
浬
樂
を
相
い
去
る
こ
と
甚
だ
遠
い

と
い
う
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

八
地
の
不
退
と
初
地
の
不
退
と
を
一
つ
に
し
、
し
か
も
そ
れ
を
「
現
生
不
退
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
聖
人
の
意
図
を
尋
ね
て
お

ら
れ
る
所
に
先
生
の
見
識
の
深
さ
と
独
自
性
が
窺
え
る
。
そ
れ
に
対
す
る
原
始
仏
教
学
者
と
し
て
の
先
生
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
回
答
は
、

最
初
期
の
仏
教
に
お
い
て
究
極
的
な
る
解
脱
・
浬
藥
と
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
不
退
は
八
地
に
配
せ
ら
れ
、
後
世
の
仏
教
に
お

い
て
解
脱
・
浬
梁
を
相
い
去
る
こ
と
甚
だ
遠
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
不
退
は
初
地
に
配
せ
ら
れ
た
が
、
両
者
は
本
来
は
一
つ
の

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
現
生
不
退
」
と
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、

彼
士
の
益
と
し
て
の
正
定
聚
・
不
退
転
が
、
娑
婆
世
界
に
お
け
る
真
実
信
心
の
上
に
影
を
映
し
た
の
が
、
現
生
に
お
け
る
正
定
聚
。

不
退
転
で
あ
る
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を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
曇
鶯
の
浄
土
観
に
お
け
る
確
信
で
あ
る
」
（
冨
土
論
註
」
東
本
願
寺
出
版
部
、
一
九
八
○
年
、
一
○
三
頁
）
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
同
趣
旨
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
愚
鈍
な
上
に
怠
惰
な
身
に
は
、
今
ご
ろ
に
な
っ
て
お
聞
き
し

た
い
こ
と
が
色
々
と
出
て
く
る
。
こ
の
こ
と
も
先
生
ご
在
世
な
ら
ば
、
是
非
と
も
お
尋
ね
し
た
い
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。
先
生
の
着
実
に

完
成
さ
れ
た
仕
事
を
思
う
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
心
を
ひ
き
し
め
て
学
業
に
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

合
掌

そ
本
稿
を
草
す
る
に
際
し
て
、
舟
橋
先
生
の
直
接
の
お
弟
子
に
あ
た
ら
れ
る
櫻
部
建
先
生
に
お
話
を
伺
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
文
中
、
舟
橋
先
生
の
学

問
を
、
阿
含
の
学
、
倶
舎
の
学
、
梵
蔵
漢
諸
論
耆
解
読
の
学
と
い
う
三
本
柱
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
し
た
の
は
櫻
部
先
生
の
お
考
え
に
基
づ

い
て
い
る
。
先
生
に
は
所
用
を
前
に
さ
れ
て
の
気
ぜ
わ
し
い
折
で
あ
っ
た
に
拘
わ
ら
ず
、
メ
モ
ま
で
準
備
し
て
下
さ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
京
都
に
お
泊
ま

り
い
た
だ
い
て
お
時
間
を
作
っ
て
下
さ
っ
た
こ
と
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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