
今
年
度
の
仏
教
学
会
の
会
長
と
い
う
こ
と
で
、
新
し
く
会
員
に
な
ら
れ
た
皆
さ
ん
方
に
歓
迎
の
意
味
を
込
め
て
、
何
か
お
話
を
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
皆
さ
ん
方
は
二
回
生
に
な
り
ま
す
と
、
自
動
的
に
仏
教
学
会
の
会
員

と
な
っ
て
学
会
費
を
収
め
、
毎
年
二
冊
づ
つ
刊
行
さ
れ
て
い
る
「
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
と
い
う
研
究
雑
誌
を
受
け
取
る
わ
け
で
す
が
、
こ

れ
か
ら
は
仏
教
学
会
の
一
員
と
し
て
自
ら
の
仏
教
の
研
究
を
進
め
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
皆
さ
ん
方
の
持
っ
て
お
ら

れ
る
問
題
意
識
と
、
こ
れ
か
ら
私
が
お
話
す
る
問
題
と
が
う
ま
く
重
な
る
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
仏
教
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
者

と
し
て
、
最
近
特
に
私
が
問
題
と
し
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
お
話
を
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
本
来
な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
仏
教
を
学
ぼ
う
と

し
て
い
る
皆
さ
ん
方
に
対
し
て
、
学
び
の
手
引
き
に
な
る
よ
う
な
「
仏
教
学
へ
の
道
し
る
べ
」
的
な
お
話
を
す
る
べ
き
で
す
が
、
こ
れ
か

ら
お
話
す
る
事
柄
は
そ
う
い
う
内
容
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
予
め
そ
の
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

講
題
は
「
入
滅
と
再
生
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
内
容
は
、
仏
教
の
救
済
原
理
と
そ
の
実
現
と
い
う
事
柄
に
お
い
て
、
浄
土
思
想

と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
仏
教
の
基
本
的
な
救
済
原
理
を
世
俗
的
な
人
々
の
と
こ
ろ
で
ど
の

よ
う
に
実
現
し
て
い
く
か
と
い
う
事
柄
に
つ
い
て
、
見
事
な
解
決
策
を
生
み
出
し
た
の
が
浄
土
思
想
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
意

識
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
講
題
を
出
し
た
わ
け
で
す
。

入
滅
と
再
生

Ｉ
仏
教
の
原
理
と
そ
の
実
現
の
問
題
に
つ
い
て
Ｉ
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と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
現
代
人
の
大
方
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
世
界
で
あ
り
、
こ
う
い
う
現
代
人
の
待
望
に
通
じ
る
宗
教

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
宗
教
と
い
う
自
覚
的
な
主
観
的
事
柄
が
、
科
学
と
い
う
客
観
的
な
事
柄
と
抵
触
す
る
こ
と
な
く
、

い
ま
流
行
の
異
常
な
神
秘
体
験
に
よ
っ
て
死
の
恐
怖
を
超
克
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
在
り
方
で
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
現
代

人
は
、
科
学
万
能
主
義
の
中
で
、
物
質
的
に
よ
り
豊
か
な
現
在
世
を
も
と
め
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
死
へ
の
恐
怖
を
克
服
で

き
な
い
た
め
に
、
様
々
な
新
し
い
宗
教
を
作
り
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
い
ま
世
間
を
騒
が
せ
て
い
る
オ
ウ
ム
真
理
教
な
ど
は
、
現
代
人

が
信
奉
し
て
い
る
科
学
主
義
に
基
づ
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
体
裁
を
取
り
な
が
ら
、
神
秘
体
験
と
か
超
能
力
を
獲
得
す
る
こ
と
等
が
解
脱
、

す
な
わ
ち
地
獄
行
き
の
死
の
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
苦
行
と
か
修
行
を
限
界
状
況
ま
で
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る

甘
美
な
幻
覚
と
か
感
覚
を
も
っ
て
解
脱
と
な
す
よ
う
な
こ
と
は
、
過
去
の
日
本
仏
教
に
お
い
て
も
屡
々
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
オ
ウ
ム
真

理
教
の
場
合
は
、
科
学
の
産
物
で
あ
る
覚
醒
剤
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
甘
美
な
幻
覚
や
感
覚
を
作
り
出
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
神
秘
体

験
で
あ
る
と
か
超
能
力
の
実
現
で
あ
る
と
か
言
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
幻
覚
と
か
感
覚
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
仏
教
の

解
脱
と
は
全
く
関
係
が
な
く
、
そ
れ
が
死
の
恐
怖
か
ら
真
に
解
放
す
る
普
遍
的
な
意
味
で
の
解
脱
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
な
の
に
、
現
代
人
は
、
科
学
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
物
質
的
な
豊
か
さ
に
よ
っ
て
は
決
し
て
充
足
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
死
へ

の
恐
怖
を
神
秘
体
験
と
か
超
能
力
な
ど
に
よ
っ
て
満
た
そ
う
と
す
る
傾
向
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
よ
う
な
現

さ
て
、
宗
教
と
か
仏
教
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
人
々
を
救
済
す
る
た
め
で
あ
る
、
も
っ

と
具
体
的
に
言
え
ば
、
死
の
恐
怖
か
ら
救
済
す
る
と
同
時
に
、
生
を
価
値
あ
ら
し
め
る
た
め
に
あ
る
わ
け
で
す
。
最
近
読
ん
だ
阿
満
利
麿

の
『
宗
教
の
深
層
」
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）
と
い
う
書
物
の
中
で
、

既
成
の
普
遍
宗
教
を
拒
否
し
、
ま
た
、
科
学
的
世
界
観
と
抵
触
す
る
こ
と
な
く
、
そ
し
て
、
日
常
的
意
識
と
と
び
は
な
れ
た
神
秘
感

を
と
も
な
う
こ
と
も
な
く
、
し
か
も
、
死
の
恐
怖
を
超
克
で
き
る
世
界
ｌ
そ
れ
こ
そ
現
代
人
の
多
く
が
待
望
す
る
世
界
で
あ
ろ
う
。

（
一
○
八
頁
）
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代
の
風
潮
に
迎
合
す
る
か
の
よ
う
に
、
軽
薄
な
日
本
の
民
族
学
者
や
宗
教
学
者
た
ち
は
、
日
本
の
過
去
の
仏
教
に
お
け
る
神
秘
体
験
者
や

超
能
力
者
や
霊
能
者
た
ち
の
存
在
を
殊
更
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
日
本
仏
教
の
す
べ
て
で
あ
る
か
の
よ
う
に
論
じ
、
オ
ウ
ム
真
理
教
な
ど

に
対
し
て
好
意
的
な
発
言
を
し
て
い
た
の
も
否
め
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
物
質
的
な
豊
か
さ
だ
け
で
は
、
生
き
て
い
る
こ
と

が
い
よ
い
よ
退
屈
に
な
り
、
暇
つ
ぶ
し
以
外
で
は
な
く
な
り
、
生
き
て
い
る
こ
と
に
充
足
感
が
持
て
な
い
の
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
現
代
人
は
、
ひ
た
す
ら
死
の
恐
怖
に
脅
え
る
か
、
全
く
反
対
に
、
死
す
ら
も
無
気
力
な
暇
つ
ぶ
し
の
一
つ
と
し
て

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
仏
教
に
お
い
て
死
と
は
ど
の
よ
う
な
原
理
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
講
題
に

あ
り
ま
す
よ
う
に
「
入
滅
」
で
す
。
こ
れ
が
仏
教
の
原
理
に
お
け
る
死
で
す
。
死
の
こ
と
を
入
滅
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と

か
と
言
い
ま
す
と
、
そ
の
こ
と
を
了
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
仏
教
と
は
ど
う
い
う
教
え
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
仏
教
と
い
え
ば
、
釈
尊
の
仏
教
が
基
本
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
皆
さ
ん

方
は
、
「
仏
教
基
礎
学
」
の
講
義
な
ど
で
あ
る
程
度
の
こ
と
は
学
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
釈
尊
の
仏
教
の
基
本
的
な
教
え
は
「
縁
起
」

で
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
縁
起
に
つ
い
て
の
教
理
的
な
説
明
は
と
も
か
く
と
し
て
、
縁
起
と
い
う
こ
と
は
、
私
が
今
こ

現
代
人
の
現
世
主
義
が
『
死
の
不
安
』
へ
の
無
意
識
的
な
脅
え
に
よ
っ
て
、
い
か
に
深
く
病
ん
で
い
る
か
、
お
そ
ら
く
わ
た
し
た
ち

は
そ
れ
を
な
る
べ
く
忘
れ
て
い
た
い
の
だ
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
態
度
は
必
ず
ど
こ
か
で
大
き
な
し
っ
ぺ
返
し
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
（
同
書
、
三
○
二
頁
）

と
述
べ
て
い
ま
す
。
も
う
既
に
現
代
人
は
、
そ
の
よ
う
な
し
っ
ぺ
返
し
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
出
現
と
い
う
形
で
受
け
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
誇
《

し
ま
う
わ
け
で
す
。

い
ま
『
宗
教
の
征

て
、
次
の
よ
う
に
、

『
宗
教
の
深
層
』

の
一
文
を
手
掛
か
り
と
し
て
示
し
ま
し
た
が
、
こ
の
書
物
の
解
説
を
行
っ
て
い
る
竹
田
青
嗣
は
、
こ
れ
に
つ
い

F 旬
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こ
に
立
っ
て
お
話
を
し
て
い
る
こ
の
瞬
間
が
無
量
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の
因
縁
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も

私
た
ち
は
一
秒
過
去
の
自
分
に
触
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
一
秒
未
来
の
自
分
に
さ
わ
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
た
だ
今
の
一
瞬
と
し
て
存

在
し
て
い
る
こ
の
瞬
間
の
自
分
に
し
か
触
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
一
瞬
の
存
在
で
あ
る
私
は
数
限
り
な
い
原
因
や
条
件
に

よ
っ
て
存
在
し
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
縁
起
と
い
う
こ
と
で
す
。
簡
単
に
い
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
が
縁
起
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
例

え
ば
、
皆
さ
ん
方
が
い
ま
そ
こ
に
座
っ
て
い
る
と
い
う
そ
の
一
瞬
も
縁
起
で
あ
り
、
数
限
り
な
い
因
縁
に
よ
っ
て
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る

わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
を
皆
さ
ん
た
ら
し
め
て
い
る
数
限
り
な
い
因
縁
の
一
つ
二
つ
を
挙
げ
て
見
ま
す
と
、
大
谷
大
学
の
仏
教
学
科
に
入
っ

た
か
ら
で
あ
り
、
二
回
生
に
進
級
し
た
か
ら
で
あ
り
、
健
康
で
登
校
で
き
た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
そ
の
因
縁
を
数
え
上
げ
て
い

き
ま
す
と
、
と
て
も
数
え
切
れ
な
い
数
限
り
な
い
因
縁
に
よ
っ
て
た
だ
今
の
自
分
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
し
め
ら
れ
ま
す
。

そ
う
い
う
よ
う
に
、
と
て
も
数
え
切
れ
な
い
数
限
り
な
い
因
縁
を
不
可
思
議
な
因
縁
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
で
不
可
思
議

と
い
う
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
神
秘
体
験
で
あ
る
と
か
超
能
力
で
あ
る
と
か
と
い
う
人
間
の
知
性
を
無
視
し
た
わ

け
の
解
ら
な
い
こ
と
を
不
可
思
議
と
い
う
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
私
の
頭
に
は
ま
だ
ふ
さ
ふ
さ
と
し
た
毛
髪
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
ふ
さ
ふ
さ
と
し
た
状
態
は
、
一
本
一
本
の
毛
髪
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
誰
も
否
定
し
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と

は
誰
に
で
も
解
る
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
毛
髪
は
何
本
あ
る
か
数
え
よ
う
と
し
た
ら
、
到
底
数
え
上
げ
る
こ
と
は
不
可
能
と
し
か

言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
数
に
限
り
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
必
ず
数
え
き
れ
る
は
ず
な
ん
で
す
が
、
し
か
し
、
人
間
の
認
識
・
分
別

で
は
到
底
間
に
合
い
ま
せ
ん
。
人
間
の
認
識
・
分
別
の
限
界
を
越
え
て
い
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
不
可
思
議
と
言
う
の
で
し
ょ
う
。
で
す

か
ら
、
不
可
思
議
と
い
う
の
は
、
人
間
の
知
性
を
頭
か
ら
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
間
に
合
わ

な
い
、
そ
れ
を
越
え
た
在
り
方
を
不
可
思
議
と
言
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
一
つ
一
つ
の
因
縁
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
誰
に
で
も
解
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
因
縁
の
す
べ
て
を
数
え
上
げ
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
不
可
能
で
す
。
そ

う
い
う
在
り
方
を
不
可
思
議
と
言
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
不
可
思
議
な
因
縁
に
よ
っ
て
た
だ
今
自
分
は
生
き
て
い
る
、
不
可
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思
議
な
命
を
生
き
て
い
る
、
そ
う
い
っ
た
自
己
存
在
を
感
動
を
も
っ
て
自
覚
し
た
、
人
生
の
一
瞬
一
瞬
を
感
動
を
も
っ
て
生
き
ら
れ
る
原

動
力
と
な
る
も
の
、
そ
れ
が
縁
起
と
言
う
言
葉
の
意
味
で
す
。
も
う
少
し
付
け
加
え
ま
す
と
、
私
と
い
う
存
在
が
先
ず
存
在
し
て
い
て
、

そ
の
私
が
諸
々
の
因
縁
と
係
わ
り
あ
っ
て
、
そ
の
関
係
性
の
中
で
い
ま
の
私
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
縁
起
と
言
う
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
諸
々
の
因
縁
に
よ
っ
て
私
と
い
う
存
在
が
仮
そ
め
に
「
私
」
と
し
て
あ
り
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
縁
起
と
言
う
こ
と
で
す
。

諸
々
の
因
縁
の
外
に
私
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
、
私
は
本
来
ゼ
ロ
で
あ
る
と
い
う
、
ゼ
ロ
の
発
見
が
縁
起
と
言

う
こ
と
で
す
。
縁
起
に
よ
る
ゼ
ロ
の
発
見
を
大
乗
仏
教
に
な
り
ま
す
と
、
そ
れ
が
「
空
」
と
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
方
も
本
来
的

に
は
ゼ
ロ
で
あ
る
の
に
、
諸
々
の
因
縁
に
よ
っ
て
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
ゼ
ロ
な
の
に
今
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
、
凄
い
な

あ
、
不
可
思
議
だ
な
あ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
釈
尊
の
説
い
た
「
縁
起
」
と
い
う
こ
と
の
内
実
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

と
も
か
く
、
釈
尊
の
仏
教
の
基
本
は
、
縁
起
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
大
乗
仏
教
で
い
え
ば
空
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ゼ

ロ
の
発
見
で
あ
る
。
そ
の
ゼ
ロ
の
発
見
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
、
「
無
我
」
と
い
う
こ
と
が
仏
教
の
基
本
と
な
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
無
我
の
「
我
」
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
ア
ー
ト
マ
ン
（
里
日
目
）
で
す
。
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う

の
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
三
世
に
流
転
す
る
輪
廻
転
生
の
た
め
の
霊
的
な
主
体
の
こ
と
で
す
。
肉
体
が
消
滅
し
て
も
、
消
滅
す
る
こ

と
な
く
生
前
の
業
（
行
為
）
の
果
報
を
次
の
世
に
継
続
さ
せ
る
業
報
輪
廻
の
、
王
体
が
ア
ー
ト
マ
ン
な
の
で
す
。
そ
の
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在

を
否
定
し
た
の
が
無
我
と
言
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
輪
廻
転
生
を
説
く
の
が
イ
ン
ド
の

宗
教
の
基
本
で
す
が
、
そ
れ
を
無
我
と
し
て
否
定
し
た
の
が
仏
教
で
す
。
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
イ
ン
ド

の
宗
教
で
は
、
業
報
に
よ
る
輪
廻
転
生
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
ま
す
。
人
は
業
報
に
応
じ
て
死
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
の
で
あ
り
、
過
去
世

に
お
い
て
善
い
行
い
を
す
れ
ば
現
在
世
に
お
い
て
よ
い
生
ま
れ
と
な
り
楽
が
与
え
ら
れ
、
過
去
世
に
お
い
て
悪
い
行
い
を
す
れ
ば
現
在
世

に
お
い
て
苦
が
与
え
ら
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
現
在
世
に
お
い
て
善
い
行
い
を
す
れ
ば
未
来
世
に
お
い
て
楽
が
与
え
ら
れ
、
現
在
世
に
お
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身
体
（
名
色
）
に
つ
い
て
我
が
も
の
と
い
う
思
い
が
ま
っ
た
く
な
く
、
ま
た
、
何
も
の
も
存
在
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
悲
嘆
す
る

こ
と
の
な
い
人
、
実
に
か
れ
は
世
の
中
に
あ
っ
て
も
老
い
る
こ
と
は
な
い
。
（
九
五
○
）

と
説
い
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
身
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
自
分
の
も
の
で
あ
る
と
思
い
込
み
、
自
分
は
本
来
的
に
は
存
在
し
な
い
と
言
わ

れ
れ
ば
寂
し
い
と
悲
嘆
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
だ
か
ら
老
い
る
と
い
う
こ
と
が
苦
悩
と
な
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
私
の
存
在
が
縁
起
で

あ
り
、
も
と
も
と
空
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
存
在
し
な
い
も
の
が
老
い
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
仏
教

い
て
悪
い
行
い
を
す
れ
ば
未
来
世
に
お
い
て
地
獄
に
陥
る
。
こ
の
よ
う
に
、
善
行
を
行
え
ば
善
行
の
報
い
（
楽
）
を
受
け
、
悪
行
を
行
え

ば
悪
行
の
報
い
（
苦
）
を
受
け
て
、
三
世
に
亙
っ
て
輪
廻
転
生
す
る
と
い
う
因
果
応
報
が
イ
ン
ド
の
宗
教
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
よ
う
な
三
世
に
亙
っ
て
存
在
す
る
霊
的
な
主
体
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ア
ー
ト
マ
ン

の
よ
う
な
存
在
な
く
し
て
業
報
輪
廻
は
論
理
的
に
成
立
し
な
い
か
ら
で
す
。

こ
の
よ
う
な
輪
廻
転
生
に
と
っ
て
不
可
欠
な
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
無
我
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
は
輪
廻
転
生
か
ら

の
解
脱
を
説
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
の
宗
教
一
般
で
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の

ア
ー
ト
マ
ン
に
よ
る
輪
廻
転
生
か
ら
如
何
に
し
て
解
脱
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
す
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
が
仏
教
と
イ
ン
ド
の
宗
教

と
の
基
本
的
な
相
違
で
す
。
仏
教
は
縁
起
と
い
う
基
本
思
想
に
よ
っ
て
無
我
を
説
き
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
輪
廻
転
生
か
ら
の
解
脱
を
説
く
わ
け
で
す
。
縁
起
を
説
い
た
釈
尊
は
、
随
所
で
、

こ
れ
が
最
後
〔
の
生
〕
で
あ
り
、
再
び
迷
い
の
生
存
（
有
・
輪
廻
）
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

画
く
い
討
邑
四
目
ご
胃
冒
四
目
》
國
詳
ご
］
己
巨
ロ
ロ
ヶ
冨
四
く
○
（
の
巨
再
四
口
一
己
劃
、
〉
四
○
脚
の
庁
。
．
）

と
説
い
て
い
ま
す
。
仏
教
の
縁
起
・
無
我
・
空
と
い
う
基
本
思
想
に
立
て
ば
、
こ
れ
は
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
私
と
い
う
存
在
は
本
来

的
に
は
存
在
し
て
い
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
も
と
も
と
存
在
し
て
い
な
い
も
の
が
輪
廻
転
生
す
る
わ
け
が
な
い
の
で
す
。
例
え
ば
、
「
ス

ツ
タ
ニ
パ
ー
タ
」
の
中
に
、
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自
性
（
本
質
）
と
し
て
空
で
あ
る
と
き
、
そ
の
方
（
仏
陀
）
に
つ
い
て
、
「
仏
陀
は
入
滅
後
に
存
在
す
る
」
と
か
、
「
存
在
し
な
い
」

と
か
と
考
え
る
こ
と
は
、
合
理
的
で
な
い
。
（
「
根
本
中
論
偶
」
〆
〆
目
‐
皿
）

と
も
述
べ
て
い
ま
す
。
も
う
説
明
す
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
仏
教
の
原
理
な
の
で
す
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
も
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
仏
教
で
は
仏
陀
（
釈
尊
）
は
死
ん
だ
と
は
い
わ
な
い
の
で
す
。
「
入
滅
し
た
」
と
い
う
の
で
す
。
仮
そ
め
に
釈
尊
と
し
て

縁
起
し
て
い
た
存
在
が
減
し
た
、
ま
あ
元
に
戻
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
来
的
に
は
ゼ
ロ
で
あ
り
空
で
あ
る
、
そ
の
本
来
的
な
在
り
方

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
入
滅
と
言
う
わ
け
で
す
。
そ
の
本
来
的
な
減
の
在
り
方
を
「
浬
藥
」
（
己
弓
習
い
）
と
言
う
の
で
す
。

は
、
次
の
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
に
、
仏
教
は
原
理
と
し
て
は
業
報
に
よ
る
輪
廻
転
生
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
釈
尊
は
、
初
期
の
経
典
を
見

ま
す
と
、
「
悪
行
を
行
え
ば
地
獄
の
苦
し
み
を
受
け
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
屡
々
説
い
て
い
ま
す
。
初
期
の
経
典
の
中
で
も
古
い

も
の
と
さ
れ
て
い
る
『
法
句
経
」
の
中
に
は
「
地
獄
編
」
と
い
う
纒
ま
っ
た
一
章
す
ら
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
認
め

る
よ
う
な
発
言
も
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が
実
際
に
釈
尊
が
説
い
た
か
ど
う
か
は
問
題
と
な
り
ま
す
が
、
と
も
か
く
も
、
釈
尊

と
い
う
人
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
頭
か
ら
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
一
応
認
め
た

上
で
、
そ
の
よ
う
な
存
在
は
縁
起
・
無
我
に
お
い
て
あ
り
得
な
い
と
い
う
論
法
を
と
っ
た
、
そ
う
い
う
人
の
よ
う
で
す
。
ま
た
、
地
獄
と

い
う
輪
廻
転
生
を
前
提
と
す
る
事
柄
に
つ
い
て
も
、
釈
尊
は
、
当
時
の
社
会
通
念
に
基
づ
い
て
そ
の
よ
う
に
説
い
た
の
で
あ
り
、
仏
教
の

原
理
と
し
て
地
獄
を
説
い
た
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
の
常
識
と
な
っ
て
い
た
業
報
に
よ
る
輪
廻
転
生
と
い

う
善
悪
に
つ
い
て
の
社
会
通
念
に
従
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
現
代
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
「
悪
行
を
行
え
ば
地
獄
に

陥
る
」
と
言
っ
て
も
社
会
に
通
用
す
る
で
し
ょ
う
か
。
一
笑
に
付
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
現
代
の
善
悪
の
基
準
は
何
で
し
ょ
う
か
。
法
律

の
原
理
か
ら
言
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
を
、
大
乗
仏
教
の
祖
師
と
さ
れ
、
「
空
」
を
主
張
し
た
龍
樹
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で
す
ね
。
法
律
に
背
い
た
ら
悪
な
ん
で
し
ょ
う
。
犯
罪
を
犯
し
た
ら
警
察
に
捕
ま
り
裁
か
れ
刑
務
所
に
入
れ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
法
律
は

人
間
が
作
っ
た
も
の
で
様
々
な
欠
陥
が
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
信
頼
で
き
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
も
、
現
代
社
会
で
は
善
悪
の
基
準
は
法
律
と

い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
法
律
に
背
く
よ
う
な
悪
行
を
犯
し
た
ら
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
誰
で
も
言
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は

現
代
社
会
の
常
識
で
あ
っ
て
、
仏
教
の
原
理
と
は
何
の
関
係
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
、
釈
尊
の
時
代
は
、
業
報
輪
廻
と
い

う
こ
と
が
社
会
の
通
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
善
悪
を
裁
く
決
定
的
な
基
準
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、
し
か
も
そ
の
こ
と
に
対
し
て

現
代
の
私
た
ち
が
法
律
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
信
頼
よ
り
も
、
も
っ
と
も
っ
と
強
い
信
頼
を
持
っ
て
い
た
社
会
通
念
で
あ
っ
た
と
言
う
べ

き
で
す
か
ら
、
仏
教
の
原
理
と
は
全
く
関
係
な
く
、
釈
尊
は
世
間
的
な
常
識
と
し
て
の
業
報
輪
廻
を
説
い
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
で
す
。

そ
れ
で
も
な
お
釈
尊
は
輪
廻
転
生
を
認
め
て
い
た
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
輪
廻
転
生
を
可
能
に
す
る
ど
の
よ
う
な
論
理
が
、
釈
尊
に
よ

っ
て
説
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
無
我
を
説
い
た
仏
教
が
ア
ー
ト
マ
ン
の
よ
う
な

存
在
を
認
め
な
い
で
、
輪
廻
転
生
を
証
明
す
る
ど
の
よ
う
な
論
理
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
後
代
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
い
て
は
、

「
三
世
実
有
法
体
恒
有
」
説
に
代
表
さ
れ
る
実
体
論
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
実
体
論
は
輪
廻
転
生
を
可
能
に
す
る
論
理
を
持

っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
釈
尊
の
仏
教
の
原
理
を
大
き
く
変
節
し
た
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
言
及

は
い
ま
は
省
略
し
ま
す
。
と
も
か
く
も
、
仏
教
は
原
理
と
し
て
業
報
に
よ
る
三
世
に
亙
る
輪
廻
転
生
を
認
め
て
い
な
か
っ
た
と
言
う
べ
き

で
す
が
、
仏
教
に
お
い
て
輪
廻
転
生
と
い
う
こ
と
が
全
く
説
か
れ
て
い
な
い
と
言
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
輪
廻
転
生
が
説
か

れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
は
仏
教
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
自
己
存
在
の
縁
起
・
無
我
・
空
と
い
う
本
来
的
な
在
り
方
に
つ
い
て
の
無

明
・
無
知
の
世
界
で
の
事
柄
と
し
て
の
み
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
」
の
中
に
、

こ
の
世
か
ら
あ
の
世
へ
と
繰
り
返
し
繰
り
返
し
、
生
ま
れ
死
ぬ
輪
廻
を
受
け
る
人
は
、
無
明
こ
そ
に
よ
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
、
こ
の
無
明
と
は
大
い
な
る
愚
痴
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
長
い
流
転
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
明
智
に
達
し

た
生
け
る
も
の
た
ち
は
、
再
び
迷
い
の
生
存
に
赴
か
な
い
。
（
七
二
九
’
七
三
○
）
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話
が
な
か
な
か
先
に
進
み
ま
せ
ん
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
少
し
だ
け
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
と
仏
教
の
原
理
と
し
て
は
、
輪
廻
転
生

か
ら
の
解
脱
を
入
滅
に
お
い
て
実
現
す
る
わ
け
で
、
そ
の
入
滅
の
こ
と
を
「
浬
藥
」
と
も
言
う
わ
け
で
す
。
「
浬
藥
」
（
皀
弓
習
伊

日
与
習
四
）
と
い
う
言
葉
は
、
仏
教
に
お
い
て
重
要
な
用
語
で
す
が
、
そ
れ
は
縁
起
に
よ
っ
て
た
だ
今
存
在
し
て
い
る
私
た
ち
の
本
来
的

な
在
り
方
、
す
な
わ
ち
、
ゼ
ロ
と
い
う
在
り
方
を
浬
藥
と
い
う
わ
け
で
、
そ
れ
を
減
と
い
う
の
で
あ
り
、
寂
滅
と
も
い
い
ま
す
。
こ
の
浬

藥
に
つ
い
て
は
、
「
灯
火
の
炎
が
吹
き
消
さ
れ
た
状
態
」
と
い
う
語
義
解
釈
に
よ
っ
て
、
煩
悩
の
炎
が
吹
き
消
さ
れ
た
の
が
浬
藥
で
あ
る

と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
が
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
と
言
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
、
藤
田
宏
達
博
士
は
、
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
浬
藥
」
（
「
印
度
学
仏
教
学
研
究
」
三
七
巻
一
号
）
と
い
う
論
文
の
中
で
、
次
の
よ
う

と
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
説
明
し
て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
浬
藥
と
は
輪
廻
の
減
で
あ
り
、
も
っ
と
言
え
ば
、
輪
廻
を
形
成
す
る
無
明
・
無
知
の
減
で
あ
る
と
言
え

ま
す
。
そ
れ
を
「
吹
き
消
す
」
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
お
い
た
語
義
解
釈
に
よ
り
、
浬
梁
が
す
べ
て
の
煩
悩
の
消
滅
と
い
う
意
味
と
な
っ

て
し
ま
い
、
そ
こ
で
「
煩
悩
を
断
じ
て
浬
梁
を
得
る
」
と
い
う
発
想
が
仏
教
の
教
理
史
上
で
定
着
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
浬
藥
の
意
味

が
変
質
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
大
乗
仏
教
に
な
っ
て
、
そ
の
本
来
の
意
味
が
「
生
死
即
浬
藥
」
と
か
「
煩
悩
を

に
、

一
般
に
浬
藥
の
原
義
を
「
煩
悩
の
火
を
吹
き
消
す
こ
と
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
し
か
し
実
際
に
は
「
吹
く
」
と
い
う
意
味
は
な
く
、

こ
れ
を
た
と
え
ば
蝋
燭
の
火
を
吹
き
消
す
よ
諺
フ
な
イ
メ
ー
ジ
で
解
す
る
の
は
不
適
当
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
漢
訳
で
も

巳
悪
習
Ｐ
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
パ
ー
リ
語
形
）
を
意
味
す
る
場
合
に
は
、
「
減
」
「
寂
滅
」
「
滅
度
」
な
ど
と
あ
て
て
お
り
、
「
吹
く
」

と
い
う
意
味
は
ま
っ
た
く
示
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
同
じ
く
解
脱
を
表
す
巳
８
監
陣
（
止
滅
）
の
訳
語
と
共
通
し
て
い

る
。
（
二
頁
上
）
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さ
て
、
以
上
に
少
し
く
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
、
仏
教
に
お
け
る
救
済
の
原
理
は
、
輪
廻
転
生
か
ら
の
解
脱
を
意
味
す
る
「
入
滅
」
と

言
う
こ
と
で
す
。
入
滅
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
、
死
は
入
滅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
仏
教
に
お
け
る
救
済
の

原
理
で
あ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
入
滅
と
い
う
原
理
は
、
自
ら
の
存
在
に
執
着
し
て
い
る
私
た
ち
に
は
な
か
な
か
受
入
れ
難
い
の
も

事
実
で
す
。
自
ら
の
存
在
は
確
か
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
思
い
か
ら
離
れ
る
事
の
で
き
な
い
の
も
ま
た
私
た
ち
で
あ
る
わ
け
で
す
。
自
ら

の
存
在
を
縁
起
・
空
・
無
我
と
い
う
よ
う
に
は
な
か
な
か
納
得
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
そ
し
て
再
生
を
願
う
わ
け
で
す
。
死
は
再
生
を
意

味
す
る
こ
と
に
お
い
て
納
得
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
死
は
入
滅
で
は
な
く
、
死
は
再
生
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
再
生
と
い

う
発
想
は
、
古
代
の
人
々
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
草
木
が
芽
を
出
し
、
花
開
き
、
実
を
結
び
、
朽
ち
て
行
く
が
、
春

に
な
る
と
、
再
び
実
か
ら
芽
が
生
え
る
と
い
う
自
然
の
営
み
、
そ
こ
に
生
命
の
再
生
と
い
う
こ
と
が
生
活
実
感
と
し
て
あ
り
、
自
然
と
共

に
生
活
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
古
代
の
人
々
に
は
、
自
ら
の
死
を
生
命
の
再
生
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
が
意
味
を
持
ち
、
そ
こ
に

死
が
救
済
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
死
は
生
命
の
再
生
で
あ
る
と
い
う
納
得
は
、
古
代
人
だ
け
で
な
く
現

代
人
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
お
い
て
し
か
死
の
意
味
を
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
範
囲
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
例
え
ば
、
大

江
健
三
郎
が
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
式
で
の
「
あ
い
ま
い
な
日
本
の
私
」
と
い
う
講
演
が
収
録
さ
れ
て
い
る
同
名
の
講
演
集
（
岩
波
新
書
）
の

中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
癒
さ
れ
る
者
」
と
い
う
講
演
の
中
で
、
大
江
健
三
郎
は
、
死
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
行
く
か
と
い
う
こ
と

中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
惠

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
、

断
ぜ
ず
し
て
浬
藥
を
得
る
」
と
い
う
思
想
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
大
乗
仏
教
の
原
点
」

（
文
栄
堂
）
や
「
大
乗
仏
教
の
根
本
思
想
」
（
法
藏
館
）
の
中
で
少
し
く
究
明
し
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
し
ま
す
。

も
う
少
し
希
望
の
あ
る
考
え
方
と
し
て
、
自
己
形
成
的
な
、
あ
る
い
は
人
間
の
自
己
の
更
生
的
な
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
死
、
と
い

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
ー
（
創
造
性
）
と
い
う
こ
と
と
再
生
の
要
素
と
し
て
の
死
、
と
い
う
仕
方
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こ
の
よ
う
に
、
現
代
に
お
い
て
も
、
死
は
再
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
死
は
生
命
の
再
生
の
た
め
の
要
素
で
あ
る
と
か
、
自
己
存
在

は
全
体
の
中
で
再
生
を
繰
り
返
す
部
分
の
単
な
る
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
了
解
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
再
生
と

い
う
こ
と
に
、
業
報
と
い
う
因
果
応
報
の
要
素
が
加
わ
っ
た
の
が
輪
廻
転
生
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
再
生
と
転
生
と
の
相
違
が
あ
り
ま

と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
心
理
学
者
ロ
バ
ー
ト
。
Ｊ
・
リ
フ
ト
ン
の
『
自
己
の
生
命
ｑ
肩
口
庁
○
宮
常
の
①
己
」
に
論

じ
ら
れ
て
い
る
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
も
の
で
す
が
、
こ
こ
に
生
命
の
再
生
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
、
死
は
生
命
の
再
生
に
と
っ
て
の
要

素
で
あ
る
と
了
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
江
健
三
郎
の
文
学
の
テ
ー
マ
は
、
一
貫
し
て
魂
の
再
生
、
大
き
な
悲
し
み
や
苦
し
み
を
克
服
し
よ

う
と
す
る
意
志
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
自
ら
の
身
体
的
な
死
と
そ
の
再
生
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
死
者
に
対
す
る
救
済
と
し
て
の
再
生
と
い
う
こ
と
で
す
。
従
っ
て
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
文
章
は
、
自
分
の
死
に
つ
い
て
の
見
解

で
は
な
く
、
妻
子
な
ど
の
愛
し
い
身
近
な
者
の
死
を
ど
の
よ
う
に
納
得
す
る
か
と
言
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
講
演
の
中
で
、

わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
人
間
の
身
体
は
、
わ
れ
わ
れ
の
世
代
の
み
の
所
有
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
所
有
者

で
は
な
く
、
単
に
保
管
者
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
よ
り
無
限
に
大
き
く
、
重
要
な
な
に
も
の
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
全
体
で

あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
単
な
る
部
分
で
あ
る
。
（
同
書
、
二
三
頁
）

と
い
う
リ
フ
ト
ン
の
言
葉
も
引
か
れ
て
い
ま
す
。

と
も
か
く
も
、
現
代
人
の
殆
ど
は
、
仏
教
に
お
け
る
救
済
の
原
理
と
し
て
の
入
滅
と
は
全
く
次
元
の
異
な
っ
た
所
で
、
死
は
生
の
終
わ

り
と
単
純
に
考
え
、
死
を
虚
無
的
な
無
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
現
代
人
に
お
い
て
も
や
は
り
、
こ
こ
に
挙
げ
ま
し
た

よ
う
に
、
新
た
な
生
命
の
再
生
の
た
め
の
死
と
い
う
、
生
命
の
再
生
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
が
で
き
る
。
（
二
四
頁
）

で
死
を
考
え
る
態
度
で
す
。
こ
う
い
う
態
度
を
か
ち
と
っ
た
人
間
こ
そ
が
、
積
極
的
な
力
と
し
て
、
死
を
心
の
中
に
抱
き
続
け
る
こ

禄F

りつ



す
が
、
こ
の
転
生
へ
の
願
望
を
ど
う
す
る
か
と
言
う
こ
と
が
、
仏
教
に
お
け
る
問
題
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
現
代
人
の
多
く
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
再
生
へ
の
願
望
す
ら
も
な
く
、
死
を
生
の
終
わ
り
と
し
て
の
無
と
受
け
取
っ

て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
諦
め
で
し
か
な
く
、
恐
怖
の
中
で
の
暗
い
死
し
か
な
く
、
そ
こ
に
は
何
ら
の
救
い
も
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の

よ
う
な
現
代
人
に
お
い
て
も
、
死
へ
の
恐
怖
か
ら
の
救
い
と
し
て
何
ら
か
の
意
味
で
再
生
が
考
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ま
し
て
い
わ

ん
や
、
釈
尊
の
時
代
の
イ
ン
ド
の
人
々
は
も
と
よ
り
、
現
代
の
イ
ン
ド
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
よ
り
良
き
再
生
を
願
っ
て
の
輪
廻
転
生
を

受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
が
救
い
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
さ
き
に
も
言
い
ま
し
た
が
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
普
通
の

人
々
は
、
入
滅
と
い
う
原
理
よ
り
も
、
よ
り
良
き
転
生
を
望
ん
だ
と
言
え
ま
す
。
し
か
も
、
イ
ン
ド
の
人
々
の
輪
廻
転
生
は
単
な
る
再
生

で
は
な
く
、
業
報
と
し
て
の
再
生
で
す
か
ら
、
再
生
に
対
す
る
願
望
だ
け
で
は
な
く
、
再
生
に
対
す
る
恐
怖
も
伴
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

つ
い
で
な
が
ら
、
仏
教
に
お
い
て
生
・
老
・
病
・
死
の
四
苦
が
基
本
的
な
苦
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
死
が
苦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

死
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
る
転
生
に
よ
る
次
の
生
に
対
す
る
畏
怖
・
恐
怖
が
あ
る
か
ら
、
死
を
苦
と
す
る
の
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
現
代
人
は

現
在
世
に
物
質
的
に
豊
か
な
生
活
を
実
現
し
た
た
め
に
、
こ
の
現
在
世
に
何
時
ま
で
も
生
き
続
け
た
い
と
い
う
生
へ
の
執
着
が
い
よ
い
よ

深
ま
り
、
し
か
も
死
を
無
と
し
て
の
断
絶
と
考
え
ま
す
か
ら
、
死
ぬ
と
い
う
現
象
を
ひ
た
す
ら
恐
怖
し
、
そ
れ
を
苦
と
見
な
す
わ
け
で
す

が
、
輪
廻
転
生
の
世
界
で
は
現
在
世
で
の
死
と
い
う
現
象
に
対
す
る
恐
怖
よ
り
も
、
転
生
に
よ
る
次
の
生
が
如
何
な
る
も
の
と
な
る
か
と

い
う
こ
と
へ
の
不
安
と
畏
れ
が
主
と
な
っ
て
死
を
苦
と
し
た
と
言
え
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
釈
尊
の
死
を
死
と
言
わ
ず
に
入
滅
と
言
っ
た

の
は
、
釈
尊
に
は
輪
廻
転
生
に
よ
る
再
生
の
苦
を
も
た
ら
す
死
苦
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
釈
尊
が
初
転
法
輪
に
お
い
て
「
不
死
の

法
を
得
た
」
と
宣
言
し
た
の
も
、
同
じ
意
味
と
し
て
了
解
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
の
と
こ
ろ
は
私
た
ち
現
代
人
の
抱
く
死
へ

の
恐
怖
と
は
い
さ
さ
か
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

と
も
か
く
も
、
仏
教
の
救
済
の
原
理
は
入
滅
で
す
が
、
一
般
の
人
々
は
入
滅
よ
り
も
、
ど
う
し
て
も
願
望
と
恐
怖
が
入
り
交
じ
っ
た
輪

廻
転
生
に
よ
る
再
生
に
救
い
を
求
め
る
わ
け
で
す
。
こ
の
再
生
へ
の
願
望
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
「
中
辺
分
別
論
釈
」
の
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三
種
の
雑
染
が
あ
る
。
煩
悩
の
雑
染
と
業
の
雑
染
と
生
の
雑
染
と
で
あ
る
。
そ
の
中
、
煩
悩
の
雑
染
は
三
種
で
あ
る
。
〔
有
身
見
な

ど
の
五
〕
見
と
、
負
欲
・
腹
志
・
愚
痴
と
い
う
根
本
的
な
も
の
と
、
再
生
（
官
冒
貰
‐
ｇ
画
く
四
）
へ
の
願
望
と
で
あ
る
。
そ
の
退
治
は
、

空
性
の
智
慧
と
無
相
の
智
慧
と
無
願
の
智
慧
で
あ
る
。
業
の
雑
染
と
は
、
浄
と
不
浄
の
業
を
作
為
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
退
治
は

無
作
為
の
智
慧
で
あ
る
。
生
の
雑
染
と
は
、
再
生
の
生
ま
れ
と
、
生
ま
れ
た
者
の
心
の
は
た
ら
き
と
が
刹
那
ご
と
に
起
こ
る
こ
と
と
、

再
生
の
継
続
で
あ
る
。
そ
の
退
治
は
、
無
生
の
智
慧
と
無
起
の
智
慧
と
無
自
性
の
智
慧
で
あ
る
。
こ
の
三
種
の
雑
染
を
離
れ
る
こ
と

が
清
浄
化
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
命
冨
自
の
菖
畠
罪
の
シ
○
本
、
で
ご
〕
巨
娼
１
局
）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
惑
（
煩
悩
）
・
業
・
苦
（
生
）
と
い
う
関
係
の
中
で
、
煩
悩
と
生
の
雑
染
と
し
て
、
再
生
と
い
う
こ
と
と
、

そ
れ
へ
の
願
望
と
い
う
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
の
ど
う
し
て
も
断
ち
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
再
生
と
そ
れ
へ
の
願
望
と
い
う
問
題
を
見
事
に
解
決
し
た
の
が
浄
土
思
想
で
は
な
い
か

と
考
え
て
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
死
し
て
仏
国
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
浄
土
思
想
は
、
再
生
を
求
め
る
願
望
を
満
た
し
、
し
か
も
転
生
に
と

も
な
う
恐
怖
を
抱
か
し
め
な
い
と
い
う
一
石
二
鳥
の
役
割
を
持
ち
、
加
え
て
仏
国
土
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
再
生
は

な
い
と
い
う
入
滅
と
い
う
仏
教
の
救
済
原
理
も
同
時
に
実
現
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
仏
国
土
に
生
ま
れ
る
た
め

の
条
件
が
様
々
に
説
か
れ
な
が
ら
浄
土
思
想
は
展
開
し
て
い
き
ま
す
が
、
最
終
的
に
は
仏
国
土
へ
の
転
生
を
願
う
側
の
何
ら
の
条
件
も
必

要
と
し
な
い
無
条
件
の
ま
ま
で
仏
国
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
は
仏
国
土
へ
の
再
生
が
無
条
件
に
な

っ
た
と
言
う
こ
と
が
浄
土
思
想
が
入
滅
を
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
浄
土
思
想
の
本
意
が
開
顕
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。
こ
の
問
題
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
す
か
ら
、
別
の
機
会
に
詳
し
く
論
究
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
と
も
か
く
も
、
浄
土
思
想
と
い

う
も
の
を
こ
の
よ
う
な
意
味
で
考
え
て
見
ま
す
と
、
そ
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
生
天
思
想
が

あ
り
ま
す
。
古
く
は
仏
教
の
在
家
信
者
は
出
家
教
団
に
布
施
を
な
し
奉
仕
す
れ
ば
、
死
し
て
天
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
た

中
で
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り
、
釈
尊
の
実
母
マ
ー
ヤ
ー
夫
人
が
切
利
天
に
生
ま
れ
て
い
る
と
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
生
天
思
想
で
す
が
、
こ
の
よ
う
に
天
に
生

ま
れ
る
と
い
う
の
は
ま
だ
輪
廻
の
世
界
（
五
道
）
内
の
再
生
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
輪
廻
を
超
え
た
仏
国
土
へ
の
再
生
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
再
生
の
思
想
が
浄
土
思
想
と
し
て
完
結
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
浄
土
思
想
に
よ
っ
て
、
よ
り
良
き
再
生
へ
の

願
望
を
満
た
し
て
死
の
恐
怖
か
ら
救
済
し
、
し
か
も
仏
教
の
救
済
の
原
理
で
あ
る
入
滅
が
、
人
々
に
よ
っ
て
な
か
な
か
受
入
れ
ら
れ
な
い

現
実
に
対
し
て
、
そ
れ
を
仏
国
土
に
再
生
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
に
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

し
か
し
現
代
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
お
話
を
始
め
る
に
当
た
っ
て
取
り
上
げ
ま
し
た
『
宗
教
の
深
層
』
の
解
説
に
、
次
の
よ
う
に
、

「
死
の
世
界
」
を
な
ん
ら
か
の
「
物
語
」
と
し
て
作
り
上
げ
て
人
々
に
救
済
の
幻
想
を
与
え
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
ま

た
、
か
つ
て
宗
教
や
国
家
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
上
位
の
大
き
な
共
同
体
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
（
帰
属
場
所
）
を
描
き
出
し
、

そ
こ
に
個
人
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
吸
収
す
る
こ
と
で
救
済
を
確
保
す
る
と
い
う
方
法
も
も
は
や
無
効
で
あ
ろ
う
。

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
で
は
先
ず
、
死
後
の
未
来
世
に
極
楽
と
い
う
仏
国
土
が
あ
っ
て
、
そ
こ
は
美
し
く
平
和
な
世
界
で

あ
り
、
そ
こ
に
再
生
す
る
と
い
う
物
語
的
な
救
済
の
幻
想
を
現
代
人
は
持
て
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
実
体
的

な
未
来
世
界
は
、
中
国
や
日
本
の
浄
土
教
に
お
い
て
物
語
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
が
こ
の

よ
う
な
実
体
的
な
未
来
世
界
へ
の
再
生
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
何
も
現
代
に
な
っ
て
こ

の
よ
う
な
未
来
世
界
を
幻
想
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
親
鶯
に
よ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、

ち
か
い
の
よ
う
は
、
無
上
仏
に
な
ら
し
め
ん
と
ち
か
い
た
ま
え
る
な
り
。
無
上
仏
と
も
う
す
は
、
か
た
ち
も
な
く
ま
し
ま
す
。
か
た

ち
も
ま
し
ま
さ
ぬ
ゆ
え
に
、
自
然
と
は
も
う
す
な
り
。
か
た
ち
ま
し
ま
す
と
し
め
す
と
き
は
、
無
上
浬
藥
と
は
も
う
さ
ず
。
か
た
ち

も
ま
し
ま
さ
い
よ
う
を
し
ら
せ
ん
と
て
、
は
じ
め
に
弥
陀
仏
と
ぞ
き
き
な
ら
い
て
そ
う
ろ
う
。
弥
陀
仏
は
、
自
然
の
よ
う
を
し
ら
せ

ん
り
ょ
う
な
り
。
（
大
谷
派
『
真
宗
聖
典
』
、
五
二
頁
）

合

○
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と
示
さ
れ
、
極
楽
世
界
に
阿
弥
陀
仏
が
い
て
一
切
衆
生
を
救
い
取
ろ
う
と
い
う
「
ち
か
い
（
本
願
）
の
よ
う
」
は
、
「
自
然
の
よ
う
を
し

ら
せ
ん
り
ょ
う
」
で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
親
鶯
が
言
う
「
自
然
の
よ
う
」
と
は
、
今
日
の
お
話
の
上
で
言
え
ば
、

入
滅
と
い
う
救
済
原
理
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
の
「
り
ょ
う
」
と
は
、
多
分
「
料
」
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
か
ら
、
そ
れ
は
手
段
と
か
材
料
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
入
滅
と
い
う
仏
教
の
救
済
原
理
を
知
ら
せ
る
手
段
・
材
料
と
し
て
阿
弥
陀

仏
の
本
願
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
こ
そ
、
今
日
の
お
話
の
講
題
で
あ
る
「
入
滅
と

再
生
」
に
つ
い
て
の
「
入
滅
」
と
「
再
生
」
と
の
関
係
を
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ご
了
解
い
た
だ
け
る
と
思
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
親
驚
の
浄
土
教
に
つ
い
て
も
、
今
こ
こ
で
論
及
す
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
い
ず
れ
別
の
機
会
に
大
乗
仏
教
の

視
点
か
ら
詳
し
く
論
究
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
個
々
人
が
死
し
て
大
い
な
る
場
所
に
帰
属
し
そ
れ
と
同
一
化
す
る
と
い
う
救
済
論
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
例
え
ば
、
イ
ン
ド
宗

教
に
お
い
て
基
本
的
な
「
梵
我
一
如
」
と
い
う
救
済
論
と
も
重
な
る
わ
け
で
す
し
、
先
に
「
癒
さ
れ
る
者
」
と
い
う
大
江
健
三
郎
の
講
演

の
中
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
Ｊ
・
リ
フ
ト
ン
の
考
え
を
引
用
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
救
済
論
と
も
重
な
る
か
と
思
い

ま
す
。
そ
の
よ
う
な
救
済
論
も
現
代
人
に
は
無
効
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
私
た
ち
は
ど
う
考

え
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り
す
で
に
無
効
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
現
代
人
に
と
っ
て
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
実
体
的
な
再
生
論
に
よ
る
救
済
は
受
入
れ
ら
れ
な
い
、
実
体

的
な
物
語
的
な
再
生
論
の
時
代
は
終
わ
っ
た
、
そ
の
よ
う
な
再
生
論
は
現
代
人
の
救
済
の
原
理
と
は
な
り
得
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
現
代

人
の
殆
ど
が
死
を
生
の
終
わ
り
と
考
え
、
死
を
無
・
断
絶
と
考
え
て
、
ひ
た
す
ら
現
在
世
に
強
く
執
着
し
て
死
の
不
安
を
内
に
秘
め
て
脅

え
て
い
る
と
い
う
そ
の
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
、
仏
教
と
最
も
遠
い
と
こ
ろ
に
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
は
仏
教
の
救
済
の
原
理
で

あ
る
入
滅
と
非
常
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
、
入
滅
と
い
う
救
済
の
原
理
と
通
じ
合
え
る
と
こ
ろ
に
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
現
代
は
入
滅
と
い
う
救
済
原
理
を
受
け
入
れ
る
素
地
を
持
っ
た
時
代
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
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か
。
こ
の
こ
と
を
仏
教
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
入
滅
と
い
う
救
済
原
理
は
、
す
で
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
輪
廻
転
生
か
ら
解
放

さ
れ
て
現
生
を
よ
り
積
極
的
に
生
き
る
自
覚
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
自
覚
の
喚
起
の
た
め
に
浄
土
思
想
が
説
か
れ
た
と
言
え
る

の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
浄
土
思
想
は
、
入
滅
と
い
う
仏
教
の
救
済
原
理
を
実
現
す
る
た
め
に
、
再
生
へ
の
願
望
を
受
け
入
れ
て
死
し
て

仏
国
土
に
生
ま
れ
る
と
い
う
仏
国
土
へ
の
再
生
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
わ
け
で
す
が
、
仏
国
土
と
い
う
他
界
へ
の
再
生
と
い
う
こ
と
に
重

点
を
置
き
過
ぎ
た
た
め
に
、
浄
土
思
想
の
本
来
の
目
的
が
変
質
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
、
今
一
度
、
入
滅
と
い
う

救
済
の
原
理
か
ら
浄
土
思
想
の
意
味
を
問
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

時
間
が
足
り
ず
、
次
の
機
会
に
委
ね
た
問
題
を
多
く
残
し
た
ま
ま
の
不
充
分
な
お
話
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
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