
本
日
は
大
谷
大
学
仏
教
学
会
の
新
入
会
員
歓
迎
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
お
集
ま
り
の
皆
さ
ん
は
、
主
と
し
て
仏

教
学
科
２
回
生
の
諸
君
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
今
年
度
よ
り
仏
教
学
会
の
会
員
と
し
て
本
格
的
な
研
究
生
活
に
は
い
ら
れ
る
こ
と

は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
、
喜
ば
し
い
か
ぎ
り
で
あ
り
ま
す
。

一
般
に
、
ど
の
よ
う
な
学
問
分
野
で
あ
り
ま
し
て
も
、
共
ど
も
に
学
び
合
え
る
同
志
を
得
る
こ
と
は
力
強
い
こ
と
で
あ
り
、
嬉
し
い
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
仏
教
学
を
学
ん
で
来
た
者
に
と
り
ま
し
て
は
、
心
新
た
に
仏
教
学
を
目
指
す
若
い
皆
さ
ん
を
お
迎

え
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
他
の
学
問
分
野
で
は
味
わ
え
な
い
程
大
き
な
喜
び
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
言
い
ま
す
の
は
、
皆

さ
ん
が
本
学
へ
入
学
し
て
仏
教
学
を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
皆
さ
ん
お
一
人
お
ひ
と
り
が
仏
教
の
研
究
を
目
指
す
固
い
決
意
を
も
っ

て
お
ら
れ
る
か
ら
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
は
皆
さ
ん
も
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
な
も
っ
と
大
き
な
力
強
い
働
き
に
う
な
が
さ
れ
て
、

仏
教
学
科
に
お
入
り
に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
な
の
で
す
。
皆
さ
ん
が
こ
こ
に
仏
教
学
科
を
選
ん
で
来
ら
れ
た
動
機
は
さ
ま
ざ
ま

で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
今
後
の
自
分
の
研
究
に
託
す
る
期
待
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と

は
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
自
身
の
確
立
を
目
指
す
た
め
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
常
に
主
体
的
に
仏
教
と
取
り
組
む
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
り
ま

「
道
は
人
に
由
り
て
弘
ま
り
、
法
は
縁
を
待
ち
て
顕
わ
る
」

福
島
光
哉
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せ
ん
。
し
か
し
、
同
時
に
い
ま
自
分
が
立
っ
て
い
る
こ
の
仏
教
研
究
の
場
と
い
う
の
は
、
私
一
人
の
ち
っ
ぽ
け
な
決
意
だ
け
で
は
な
く
て
、

目
に
見
え
な
い
大
き
な
願
い
と
い
う
か
、
す
こ
し
オ
ー
等
ハ
ー
な
言
い
方
を
す
る
と
、
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
に
か
け
ら
れ
た
人
類
の
期
待
を

強
く
感
じ
取
っ
て
い
く
場
で
あ
る
、
と
言
え
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
本
格
的
な
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
い
ま
申
し
ま
し
た

よ
う
な
こ
と
を
少
し
づ
っ
感
じ
取
っ
て
下
さ
れ
ば
、
私
た
ち
の
喜
び
も
ま
た
一
入
で
あ
り
ま
す
。
以
上
の
よ
う
な
気
持
ち
を
こ
め
て
、
本

日
の
歓
迎
会
を
開
催
す
る
運
び
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
本
日
の
講
題
と
い
た
し
ま
し
て
、
「
道
は
人
に
由
り
て
弘
ま
り
、
法
は
縁
を
待
ち
て
顕
わ
る
」
と
い
う
の
を
掲
げ
ま
し
た
。
こ

れ
は
６
世
紀
の
中
国
に
お
い
て
活
躍
し
た
僧
祐
と
い
う
高
僧
が
、
『
出
三
蔵
記
集
』
と
い
う
書
物
を
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
序
文
の

中
に
書
か
れ
て
い
る
文
章
の
一
節
で
す
。
６
世
紀
頃
の
中
国
は
南
北
朝
時
代
と
言
わ
れ
、
黄
河
流
域
を
中
心
と
し
た
北
朝
と
長
江
流
域
を

中
心
と
し
た
南
朝
と
に
分
か
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
築
い
て
い
ま
し
た
。
仏
教
に
関
し
て
申
せ
ば
、
中
国
に
仏
教
が
伝
来
し
て
来
た

１
１
２
世
紀
以
後
、
次
第
に
仏
教
研
究
や
仏
教
信
仰
も
深
ま
り
、
南
北
朝
時
代
も
終
り
に
近
付
い
た
６
世
紀
に
は
、
中
国
独
自
の
仏
教
思

想
が
よ
う
や
く
確
立
し
つ
つ
あ
る
状
況
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
一
口
に
「
仏
教
思
想
の
確
立
」
と
言
い
ま
し
て
も
、
そ
の
間
に

は
筆
舌
に
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
多
く
の
人
た
ち
の
大
変
な
努
力
の
積
み
重
ね
が
あ
っ
た
の
で
す
。
イ
ン
ド
・
西
域
か
ら
、
数
多
く
の

経
典
や
論
書
な
ど
を
も
た
ら
し
て
来
た
人
び
と
、
そ
し
て
そ
の
経
典
や
論
耆
を
漢
文
に
翻
訳
し
た
人
び
と
、
口
頭
で
翻
訳
さ
れ
た
も
の
を

筆
記
し
て
い
っ
た
人
び
と
、
そ
し
て
よ
う
や
く
出
来
上
が
っ
た
漢
訳
経
典
を
研
究
し
、
経
典
の
思
想
内
容
を
仔
細
に
検
討
し
て
仏
陀
の
精

神
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
め
た
人
び
と
等
々
…
…
さ
ら
に
単
に
経
典
の
研
究
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
教
え
に
し
た
が
っ

て
、
自
ら
仏
道
を
求
め
て
ひ
た
す
ら
修
行
に
励
ん
で
い
っ
た
人
び
と
、
そ
し
て
仏
教
を
わ
が
命
と
し
て
そ
れ
を
人
び
と
に
伝
え
て
い
っ
た

人
び
と
な
ど
、
こ
う
い
っ
た
数
多
く
の
人
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
に
よ
っ
て
、
し
だ
い
に
中
国
の
仏
教
思
想
と
し
て
確
立
し
て
い
っ
た

二

４
強

肩
、



僧
祐
の
著
わ
し
た
『
出
三
蔵
記
集
』
は
、
中
国
に
仏
教
が
伝
来
し
て
以
来
、
五
百
年
た
ら
ず
の
間
に
翻
訳
さ
れ
紹
介
さ
れ
た
数
か
ず
の

経
典
や
諭
書
を
整
理
し
、
こ
れ
ら
の
リ
ス
ト
を
作
っ
て
編
墓
し
た
も
の
で
す
。
現
在
残
さ
れ
て
い
る
「
経
録
」
と
し
て
は
最
も
古
い
も
の

で
、
仏
教
研
究
者
た
ち
に
は
貴
重
な
文
献
と
し
て
、
大
切
に
さ
れ
て
い
る
書
物
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
や
が
て
こ
の
難
解
な

『
出
三
蔵
記
集
』
の
。
ヘ
ー
ジ
を
め
く
り
な
が
ら
、
悪
戦
苦
闘
す
る
と
き
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

‐
さ
て
僧
祐
は
こ
の
『
出
三
蔵
記
集
』
を
編
纂
す
る
に
あ
た
っ
て
序
文
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
読
み
ま
す
と
、
こ
の
「
経
録
」
編

纂
の
仕
事
を
進
め
な
が
ら
、
僧
祐
は
外
国
か
ら
伝
わ
っ
て
来
た
仏
教
が
わ
が
中
国
人
の
心
の
中
に
し
っ
か
り
と
根
を
お
ろ
す
に
い
た
っ
た

こ
と
を
、
大
き
な
感
動
を
も
っ
て
受
け
と
め
て
い
た
こ
と
が
よ
く
解
り
ま
す
。
そ
し
て
「
道
は
人
に
由
り
て
弘
ま
り
、
法
は
縁
を
待
ち
て

顕
わ
る
」
と
い
う
言
葉
を
口
ば
し
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
こ
の
言
葉
の
裏
に
は
、
僧
祐
が
仏
典
を
通
し
て
仏
教
の
精
神
に

触
れ
た
喜
び
を
、
い
つ
ぱ
い
に
顕
わ
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

ゞ
ま
ず
最
初
の
「
道
」
と
い
う
の
は
仏
教
、
あ
る
い
は
仏
道
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
仏
教
と
か
仏
道
と
い
う
の
は
、
仏
教
と

い
う
も
の
が
あ
っ
て
ひ
と
り
で
に
広
ま
っ
て
い
く
も
の
で
は
な
い
。
社
会
の
中
に
仏
教
が
広
ま
る
の
は
、
仏
道
を
身
に
つ
け
た
人
間
の
は

た
ら
き
、
活
動
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
〃
人
間
″
が
伝
え
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
生
身
の
人
間
に
仏
教
が
生
き
て
働
い
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
こ
に
こ
そ
仏
教
が
広
ま
る
大
切
な
要
素
が
あ
る
ん
だ
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
「
法
は
縁
を
待
ち
て
顕
わ
る
」
と
い
う
の
も
、
同
じ
よ
う
な
内
容
を
表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ

前
半
の
「
道
は
人
に
由
り
て
弘
ま
る
」
と
い
う
表
現
は
、
中
国
の
古
典
で
あ
り
ま
す
『
論
語
』
の
言
葉
を
下
敷
き
に
し
て
お
り
ま
し
て
、
，

『
論
語
』
に
よ
り
ま
す
と
「
人
は
よ
く
道
を
弘
め
る
。
道
が
人
に
弘
ま
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
当
時

の
仏
教
者
は
、
し
ば
し
ば
自
分
た
ち
中
国
人
に
と
っ
て
固
有
の
教
え
で
あ
り
ま
す
孔
子
や
老
子
・
荘
子
な
ど
の
名
言
。
聖
句
を
使
用
し
て

の
で
す
。
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推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

進
め
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

竺
道
生
は
、
今
の
南
京
の
あ
た
恥

は
、 “

さ
て
そ
れ
で
は
、
上
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
し
よ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
の
材
料
と
し

て
、
一
‐
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
皆
さ
ん
に
紹
介
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
こ
れ
も
中
国
の
話
に
な
り
ま
す
が
、
４
世
紀
末

か
ら
５
世
紀
初
め
に
か
け
て
活
躍
し
た
有
名
な
人
に
竺
道
生
と
い
う
人
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
は
中
国
の
仏
教
が
中
国
の
土
壌
に
根
付
い

て
い
っ
た
５
世
紀
以
後
の
仏
教
思
想
に
と
っ
て
、
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
優
れ
た
業
績
を
残
し
て
い
っ
た
人
で
す
が
、
こ
の
竺
道
生
に

関
す
る
お
話
で
す
。
彼
が
活
躍
し
た
５
世
紀
の
初
め
頃
、
厳
密
に
い
う
と
佃
年
、
『
大
般
浬
藥
経
』
と
い
う
如
巻
か
ら
な
る
庵
大
な
経
典

が
漢
訳
さ
れ
て
、
こ
の
お
経
が
初
め
て
中
国
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
『
大
般
浬
藥
経
』
が
翻
訳
さ
れ
る
少
し
前
に
『
大

般
泥
疸
経
』
と
い
う
６
巻
の
経
典
が
漢
訳
さ
れ
て
い
て
、
と
く
に
南
朝
の
仏
教
者
の
間
で
は
広
く
研
究
さ
れ
親
し
ま
れ
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
６
巻
本
の
『
大
般
泥
疸
経
』
と
い
う
の
は
、
実
は
如
巻
本
の
初
め
の
方
の
一
部
に
相
当
す
る
の
で
す
が
、
漢
訳
の
時
代
も
漢
訳
者
も

異
な
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
経
典
の
文
章
は
決
し
て
一
致
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
両
経
典
と
も
に
「
如
来
は
常
住
な
り
」

と
か
、
「
一
切
衆
生
、
悉
く
仏
性
有
り
」
と
い
っ
た
重
要
な
思
想
は
、
繰
り
返
し
説
か
れ
て
お
り
ま
す
し
、
そ
の
他
こ
こ
に
説
か
れ
て
い

る
物
語
、
文
章
の
流
れ
な
ど
か
ら
い
っ
て
も
、
こ
の
二
つ
の
経
典
そ
れ
ぞ
れ
の
原
典
は
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
以
上
の
よ
う
な
『
大
般
浬
藥
経
』
と
「
大
般
泥
疸
経
』
と
の
関
係
を
前
提
に
し
て
、
竺
道
生
の
話
を

お
り
ま
す
。
む
し
ろ
中
国
の
あ
る
時
期
は
、
中
国
固
有
の
思
想
を
表
す
言
葉
や
文
章
を
も
っ
て
、
い
か
に
仏
教
思
想
を
明
ら
か
に
で
き
る

か
が
、
大
変
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。
た
だ
今
の
場
合
は
、
さ
き
に
中
国
の
古
典
に
則
り
「
道
は
人
に
由
り
て
…
：
．
」
と
言

い
、
つ
づ
い
て
「
法
は
縁
を
待
ち
て
…
…
」
と
仏
教
的
な
表
現
を
も
っ
て
、
じ
っ
は
同
じ
意
味
を
そ
れ
に
よ
っ
て
強
調
し
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

道
生
は
、
今
の
南
京
の
あ
た
り
、
当
時
「
建
康
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
南
朝
の
都
に
お
い
て
活
躍
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
仏
教

建
康
に
お
い
て
大
い
に
栄
え
多
く
の
仏
教
学
者
を
輩
出
し
て
い
ま
し
た
。
竺
道
生
は
そ
の
中
の
一
人
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
彼
は
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漢
訳
さ
れ
た
ば
か
り
の
『
大
般
泥
疸
経
』
を
、
他
の
仏
教
学
者
と
共
に
熱
心
に
研
究
い
た
し
ま
し
た
。
先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
『
大

般
泥
疸
経
』
に
は
．
切
衆
生
、
悉
く
仏
性
有
り
」
と
い
う
こ
と
が
、
力
強
く
主
張
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
の
意
味
は
、
す
べ
て

の
生
き
も
の
に
は
、
間
違
い
な
く
仏
に
な
る
性
質
、
或
い
は
仏
に
な
る
可
能
性
と
で
も
い
う
尋
へ
き
「
仏
性
」
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
は
す
尋
へ
て
必
ず
仏
に
成
れ
る
の
だ
、
と
い
う
主
張
で
あ
り
ま
す
し
、
す
べ
て
の
人
が
必

ず
仏
の
悟
り
に
至
る
も
の
を
内
に
秘
め
て
い
る
と
い
う
事
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
『
大
般
泥
疸
経
』
に
は
こ
の
よ
う

な
「
悉
有
仏
性
」
を
説
い
た
後
に
、
続
い
て
「
但
し
一
閨
提
を
除
く
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
に
．
閨
提
（
胃
冨
具
房
Ｐ
）
」

と
い
う
の
は
、
仏
法
を
誹
誇
し
た
り
信
じ
な
い
者
の
こ
と
で
、
『
大
般
泥
疸
経
』
に
お
い
て
は
、
「
悉
有
仏
性
」
と
は
い
っ
て
も
仏
教
と
敵

対
し
て
誇
り
、
ど
う
し
て
も
仏
法
を
信
じ
ら
れ
な
い
悪
人
は
仏
に
な
れ
な
い
、
し
た
が
っ
て
．
關
提
」
だ
け
は
成
仏
で
き
な
い
の
だ
と

主
張
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
の
で
す
。
事
実
当
時
の
南
朝
の
仏
教
研
究
者
た
ち
は
、
す
琴
へ
て
の
衆
生
に
は
仏
性
が
あ
っ
て
や
が
て
成
仏

し
て
悟
り
に
至
る
け
れ
ど
も
、
一
閨
提
だ
け
は
悟
り
に
至
る
こ
と
は
な
い
、
成
仏
で
き
な
い
の
だ
と
了
解
し
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
竺

道
生
は
、
「
そ
う
で
は
な
い
、
仏
陀
の
本
当
の
心
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
一
關
提
も
必
ず
仏
に
な
れ
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
強
く
主
張
い

た
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
経
典
の
説
に
相
反
す
る
こ
と
を
主
張
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
建
康
の
学
僧
た
ち
か
ら
「
け
し
か
ら
ん
奴

だ
」
と
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
竺
道
生
は
と
う
と
う
都
・
建
康
か
ら
追
わ
れ
て
、
西
の
方
の
盧
山
と
い

う
名
山
に
籠
も
り
、
華
や
か
な
都
を
出
て
ひ
っ
そ
り
と
山
中
で
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
竺
道
生
が
、
南
朝
に
あ
っ
て
問
題
を
投
げ
か
け
て
か
ら
間
も
な
く
、
北
涼
（
今
の
甘
粛
省
）
に
お
い
て
先
程
申
し

ま
し
た
「
大
般
浬
藥
経
』
と
い
う
大
部
な
経
典
が
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
や
が
て
、
こ
の
経
典
が
南
朝
に
も
伝
え
ら
れ
、
建
康
の
仏

教
学
者
た
ち
も
競
っ
て
こ
の
『
大
般
浬
藥
経
』
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
建
康
の
人
た
ち
は
大
変
な
こ
と
を
発
見
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
「
大
般
浬
桑
経
』
は
如
巻
も
あ
る
経
典
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
内
容
も
随
分
複
雑
で
、
一
義
的
に

押
さ
え
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
ん
で
す
。
し
か
し
こ
の
『
大
般
浬
藥
経
』
は
代
表
的
な
大
乗
経
典
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
非
常
に
大
切
な
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た
だ
い
ま
は
、
竺
道
生
の
浬
藥
経
研
究
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ゾ
ー
ド
を
紹
介
い
た
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
も

た
ら
す
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

中
国
で
は
、
老
子
の
こ
ろ
か
ら
し
ば
し
ば
言
わ
れ
て
い
た
名
言
に
「
得
意
忘
言
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
意
」
す
な
わ
ち

言
わ
ん
と
す
る
心
意
、
意
図
が
わ
か
れ
ば
、
「
言
」
す
な
わ
ち
言
葉
や
表
現
は
忘
れ
て
も
い
い
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
言
い
換
え
れ

ば
、
文
字
や
文
章
で
表
現
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
表
現
の
奥
に
隠
さ
れ
て
い
る
深
い
意
味
を
汲
み
取
れ
れ
ば
、
言
葉
や
文
字
を
捨
て
て
も

い
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
「
忘
れ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
忘
れ
物
を
す
る
」
と
か
「
物
忘
れ
が
ひ
ど
く
な
っ

た
」
と
か
い
う
具
合
に
、
「
忘
」
と
い
う
文
字
は
あ
ま
り
い
い
意
味
で
は
使
わ
れ
な
い
よ
う
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
中
国
の
古
典
で
は
さ
ら

に
、
握
っ
て
い
た
も
の
を
放
す
、
固
執
し
て
い
た
も
の
か
ら
解
放
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
積
極
的
な
意
味
を
も
持
っ
て
い
る
言
葉
な

仏
教
の
精
神
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
明
ら
か
に
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非
し
っ
か
り
と
研
究
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆

さ
ん
の
先
輩
の
人
た
ち
の
中
に
、
こ
の
経
典
を
卒
業
論
文
の
研
究
テ
ー
マ
に
選
ん
だ
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
こ
の
『
大
般
浬
藥
経
』
に
よ
り
ま
す
と
、
前
半
の
部
分
に
は
「
大
般
泥
疸
経
』
と
同
じ
よ
う
に
、
「
一
切
衆
生
、
悉
有
仏
性
」
で

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
但
し
一
關
提
は
除
く
」
と
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
後
半
に
い
た
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
一
關
提
」
の
問
題

を
め
ぐ
っ
て
深
く
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
新
し
い
一
つ
の
結
論
と
し
て
．
閨
提
」
も
実
は
仏
に
成
れ
る
の
だ
と
主
張
さ
れ

る
に
至
る
の
で
す
。
か
っ
て
６
巻
の
『
大
般
泥
疸
経
』
の
所
説
に
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
相
反
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
と
言
っ
て
、
竺
道
生

を
非
難
し
た
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
こ
の
新
来
の
『
大
般
浬
梁
経
』
が
説
い
て
い
る
よ
う
な
一
關
提
も
成
仏
で
き
る
と
す
る
経
説
は
、
大

変
な
驚
き
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
と
同
時
に
『
大
般
浬
藥
経
』
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
竺
道
生
が
、
『
大
般
泥
疸
経
』
の
み
に

よ
っ
て
、
す
で
に
仏
の
真
意
を
汲
み
取
っ
て
い
た
こ
と
に
、
当
時
の
仏
教
学
者
は
こ
ぞ
っ
て
感
嘆
し
た
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
？

三
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経
」
に
た
い
す
る
研
究
態
度
、
経
柿

八
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

、
１
Ｖ
，
銅
〃
１
〆
」
１
●
叱
則
、
軍
争
宮
唱
、
ｆ
〃
］
弓
１
Ｊ
腸
凸
，
”
１
㎡
、
て
こ
）
●
１
Ｊ

竺
道
生
と
い
う
人
は
単
な
る
仏
教
学
者
と
い
う
よ
り
も
、
類
ま
れ
な
求
道
者
で
も
あ
り
ま
し
た
。
彼
は
『
大
般
泥
疸
経
』
を
手
に
し
た

と
き
、
こ
れ
を
徹
底
的
に
読
み
こ
な
し
て
い
き
ま
し
た
。
恐
ら
く
、
こ
の
経
典
の
一
宇
一
句
に
周
到
な
注
意
を
は
ら
い
、
懸
命
に
な
っ
て

経
説
の
意
味
や
こ
こ
ろ
を
追
求
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
竺
道
生
は
『
大
般
泥
疸
経
』
の
６
巻
す
等
へ
て
の
文
字
に
こ
だ
わ
り
、
す

べ
て
の
文
章
に
こ
だ
わ
っ
て
、
暗
記
す
る
く
ら
い
に
ま
で
読
み
き
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
竺
道
生
の
研
究
目
標

は
、
た
ん
に
経
典
の
文
章
を
解
釈
し
て
経
説
の
筋
書
き
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
経
典
の
奥
に
ひ
そ
ん
で
い
る
仏
陀
自
身
の
心

に
迫
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
竺
道
生
自
身
の
求
道
上
の
課
題
に
対
し
て
『
大
般
泥
疸
経
』
が
応
え
て
く

れ
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
を
、
ひ
た
す
ら
探
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
や
が
て
、
こ
の
経
典
に
は
「
但
し
一
閨
提
は
除
く
」
と
説
か

れ
て
い
る
が
、
実
は
一
関
提
も
必
ず
仏
に
成
れ
る
の
だ
と
い
う
〃
仏
意
″
の
顕
れ
で
あ
る
と
い
う
、
確
信
に
満
ち
た
結
論
に
到
達
し
た
の

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
ま
で
に
到
っ
た
と
き
、
す
で
に
竺
道
生
の
頭
の
中
に
は
『
大
般
泥
疸
経
」
の
文
字
や
文
章
は
「
忘
れ
て
」
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
『
大
般
泥
疸
経
』
に
書
か
れ
て
い
な
い
一
關
提
成
仏
の
可
能
性
を
、
竺
道
生
は
敢
え
て

主
張
し
、
し
か
も
そ
の
正
当
性
が
竺
道
生
の
知
ら
な
い
『
大
般
浬
藥
経
』
に
よ
っ
て
後
に
証
明
さ
れ
た
、
と
い
う
逸
話
で
あ
り
ま
す
。
し

か
し
こ
の
中
か
ら
、
今
ま
で
述
べ
・
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
「
得
意
忘
言
」
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
竺
道
生
の
経
典
研
究
の
精
神

の
で
す
。
大
変
面
白
い
言
葉
の
使
い
方
だ
な
と
思
い
ま
す
。

い
ま
こ
こ
に
「
得
意
忘
言
」
と
い
う
中
国
の
古
い
言
葉
を
紹
介
し
ま
し
た
の
は
、
竺
道
生
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
き
に
、
よ
く
当
て

は
ま
る
言
葉
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
竺
道
生
は
『
大
般
泥
疸
経
』
を
研
究
し
て
、
し
か
も
こ
の
経
典
に

は
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
相
反
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
多
く
の
人
び
と
の
室
躍
を
買
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
竺
道
生
が
経
典

に
な
い
こ
と
、
反
逆
す
る
よ
う
な
こ
と
を
ど
う
し
て
主
張
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
彼
の
「
大
般
泥
疸

径
」
に
た
い
す
る
研
究
態
度
、
経
典
に
向
か
う
姿
勢
に
つ
い
て
、
当
時
の
多
く
の
仏
教
学
者
た
ち
と
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
の
で
は
な
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仏
法
を
弘
め
た
の
は
決
し
て
竺
道
生
一
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
数
限
り
な
い
多
く
の
仏
法
求
道
者
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
、
今
日
私
た

ち
に
「
生
き
た
仏
教
」
と
し
て
心
を
揺
り
動
か
し
て
く
れ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
仏
教
は
、
い
ま
こ
こ
で
私
た
ち
が
考
え
て
い
る
よ
う
な
、

あ
る
い
は
思
い
つ
い
た
よ
う
な
ち
っ
ぽ
け
な
教
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
本
格
的
な
仏
教
研
究
に
進
も
う
と
し
て
お
ら
れ
る
皆
さ

ん
に
、
そ
う
い
っ
た
仏
教
的
な
人
間
の
あ
り
よ
う
と
か
、
仏
教
の
も
の
の
見
方
な
ど
に
つ
い
て
、
少
し
紹
介
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

『
華
厳
経
』
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
お
経
が
あ
り
ま
す
。
釈
尊
が
今
日
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ャ
付
近
に
お
い
て
成
道
さ
れ
た
こ
と
は
、
皆

さ
ん
も
ご
承
知
で
し
ょ
う
。
そ
の
ブ
ッ
ダ
ガ
ャ
と
い
う
場
所
は
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
記
念
の
仏
塔
が
建
て
ら
れ
、
周
辺
に
は
観
光
客

目
当
て
の
物
売
り
が
い
て
、
決
し
て
「
仏
陀
成
道
」
と
い
う
崇
高
で
厳
粛
な
風
景
で
は
な
い
、
む
し
ろ
何
の
変
哲
も
な
い
と
こ
ろ
だ
そ
う

で
す
。
『
華
厳
経
』
が
説
か
れ
た
時
も
同
じ
よ
う
に
、
ご
く
有
り
ふ
れ
た
普
通
の
野
原
か
公
園
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
と

こ
ろ
が
こ
の
何
の
変
哲
も
な
い
処
が
、
『
華
厳
経
』
に
よ
り
ま
す
と
、
悟
り
を
お
開
き
に
な
っ
た
仏
陀
釈
尊
の
眼
に
は
、
こ
の
あ
た
り
一

面
、
絢
燗
と
輝
き
わ
た
る
美
し
い
風
景
と
な
っ
て
映
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
周
辺
の
草
や
木
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
仏
さ
ま
が
座
っ
て

お
い
で
に
な
り
、
静
か
に
合
掌
し
て
お
ら
れ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
自
然
の
中
に
あ
る
草
木
や
岩
石
の
一
つ
ひ

と
つ
に
仏
さ
ま
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
眼
が
備
わ
る
、
つ
ま
り
世
界
の
ど
こ
に
あ
っ
て
も
仏
さ
ま
の
こ
こ
ろ
が
伝
わ
っ
て
来
る

と
実
感
で
き
る
、
と
い
う
智
慧
が
開
か
れ
て
く
る
と
言
う
の
で
す
。

『
華
厳
経
』
は
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
に
物
事
が
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
、
そ
の
人
に
ど
の
よ
う
な
眼
が
備
わ
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、

仏
教
の
世
界
が
開
か
れ
て
く
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
京
都
に
は
た
く
さ
ん
の
お
寺
が

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
僧
祐
が
「
道
は
人
に
由
り
て
弘
ま
る
」
と
い
っ
た
の
は
、
経
典
を
介
し
て
〃
竺
道
生
″
印

と
い
う
〃
人
″
が
仏
法
を
弘
め
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
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の
大
き
さ
と
い
う
か
、
単
跨

は
、
「
三
千
大
千
世
界
」
と

な
る
誇
張
で
は
な
く
、
む
‐

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

仏
教
学
に
身
を
ゆ
だ
ね
、

に
あ
っ
て
、
仏
法
だ
れ

感
銘
を
お
ぼ
え
ま
す
。

そ
し
て
ま
た
、
こ
（

あ
り
ま
す
。
お
寺
に
は
立
派
な
伽
藍
や
仏
像
・
庭
園
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
寺
院
・
仏
閣
に
ふ
れ
て
、
そ
こ
に
生
き
た
仏
さ
ま
に
遇
う

喜
び
を
是
非
感
じ
と
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

話
は
か
わ
り
ま
す
が
、
今
の
ア
フ
ガ
’
一
ス
タ
ン
の
首
都
カ
ブ
ー
ル
か
ら
今
〈
ス
で
約
７
時
間
の
と
こ
ろ
に
綴
ハ
ー
ミ
ァ
ン
と
い
う
と
こ
ろ
が

あ
り
ま
す
。
ゞ
ハ
ー
ミ
ア
ン
は
広
い
砂
漠
の
中
に
あ
る
美
し
い
緑
を
た
た
え
た
オ
ァ
ン
メ
で
あ
り
ま
す
。
２
１
３
世
紀
頃
、
そ
こ
に
は
多
く

の
岩
を
く
り
抜
い
た
修
行
場
と
共
に
、
巨
大
な
仏
像
が
二
体
建
造
さ
れ
ま
し
た
。
中
で
も
大
き
い
方
は
卵
メ
ー
ト
ル
余
り
も
あ
る
立
像
で

す
。
そ
し
て
こ
の
仏
さ
ま
の
顔
は
殆
ど
削
り
取
ら
れ
て
、
無
残
な
お
姿
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
大
き
な
仏
さ
ま
の
前
に
た

た
ず
む
と
、
ち
っ
ぽ
け
な
自
分
の
姿
に
あ
ら
た
め
て
嘆
息
す
る
ば
か
り
で
す
。
と
同
時
に
こ
ん
な
〃
大
地
の
果
て
〃
と
も
思
え
る
き
び
し

い
自
然
環
境
に
あ
っ
て
、
長
い
月
日
に
わ
た
っ
て
造
り
あ
げ
ら
れ
た
仏
さ
ま
を
思
い
、
千
数
百
年
の
あ
い
だ
聾
え
た
っ
た
ま
ま
の
仏
像
を

思
い
ま
す
と
、
と
て
も
言
葉
に
な
ら
な
い
感
動
が
わ
い
て
ま
い
り
ま
す
。
ま
た
、
中
国
の
西
方
、
正
し
く
辺
境
の
地
に
敦
埠
と
い
う
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
へ
行
き
ま
す
と
、
先
程
と
同
じ
よ
う
な
感
慨
を
懐
き
ま
す
。
昔
こ
こ
に
は
砂
嵐
の
舞
う
真
っ
只
中
に
、
た
く
さ

ん
の
経
典
や
仏
像
・
仏
画
が
隠
匿
さ
れ
保
存
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
政
権
が
交
替
し
王
朝
の
興
亡
が
相
次
ぐ
歴
史
の
真
っ
只
中

に
あ
っ
て
、
仏
法
だ
け
は
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
深
く
信
じ
た
仏
教
者
が
、
命
が
け
で
護
持
し
て
き
た
努
力
と
強
い
精
神
に
ふ
れ
て
、
深
い

こ
の
よ
う
な
荒
涼
と
し
た
砂
漠
の
果
て
し
な
い
広
が
り
の
中
に
、
忽
然
と
聟
え
る
仏
像
や
仏
塔
に
圧
倒
さ
れ
て
、
仏
教

か
、
単
に
空
間
的
な
広
が
り
を
い
う
の
で
な
く
て
人
間
の
〃
こ
こ
ろ
″
の
大
き
さ
を
も
強
く
感
じ
る
の
で
す
。
お
経
に

芦
界
」
と
か
「
無
量
無
辺
阿
僧
祇
劫
」
な
ど
と
、
と
て
つ
も
な
い
大
き
な
数
字
を
よ
く
見
か
け
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
単

く
、
む
し
ろ
実
感
の
こ
も
っ
た
大
き
な
世
界
が
思
索
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
然
に
こ
の
よ
う
な
表
現
と
な
っ
た
の

仏
教
の
真
理
を
探
求
し
よ
う
と
な
さ
る
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、
仏
教
は
自
己
自
身
を
学
ぶ
た
め
の
も
の
で
あ
り
田



ま
す
。
で
す
か
ら
、
真
剣
に
学
べ
ば
学
ぶ
・
ほ
ど
厳
し
い
緊
張
感
を
張
り
つ
め
な
が
ら
、
と
き
に
は
と
げ
と
げ
し
い
表
情
に
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
同
時
に
雄
大
な
世
界
観
、
人
間
観
を
も
っ
て
こ
の
小
さ
な
私
を
や
わ
ら
か
く

包
み
込
ん
で
く
れ
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。
ひ
と
つ
皆
さ
ん
は
、
狭
い
下
宿
の
片
隅
に
大
の
字
に
寝
そ
べ
っ
て
へ
広
い
世
界
に
思
い
を

め
ぐ
ら
せ
、
わ
が
〃
仁
↑
こ
ろ
〃
を
広
大
無
辺
の
境
界
に
遊
ば
せ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
私
の
人
生
は
私
一
人
の
も
の
で
は
な
く
、
世
界
中

の
人
び
と
や
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
自
然
と
共
に
あ
る
こ
と
を
、
思
い
起
こ
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
・
の
た
び
、
皆
さ
ん
を
大
谷
大
学
仏
教
学
会
に
お
迎
え
す
る
に
あ
り
、
共
に
学
び
合
え
る
同
志
を
得
た
喜
び
の
一
端
を
申
し
上
げ
ま
し

て
、
本
日
の
講
演
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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