
本
書
は
、
現
在
の
。
〈
－
リ
仏
教
学
界
の
最
高
権
威
で
あ
る
、
水
野
弘
元

博
士
の
米
寿
を
記
念
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
水
野
博
士
の
業
績

に
つ
い
て
は
、
敢
え
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
く
、
世
に
送
り
出
さ
れ
た
著

作
、
論
文
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
・
筆
者
も
含
め
多
く
の
学
徒
が
、
『
パ

ー
リ
語
辞
典
』
を
初
め
と
す
る
、
数
女
の
成
果
の
恩
恵
に
浴
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
知
り
得
る
よ
う
に
、
博
士
の
。
〈
－
リ
仏
教
研
究
に
対
す
る
貢
献

と
影
響
は
絶
大
な
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
こ
の
水
野
博
士
の
米
寿
に
際
し
編

纂
さ
れ
た
本
書
も
ま
た
、
学
界
第
一
人
者
の
記
念
論
文
集
に
ふ
さ
わ
し
く
、

充
実
し
た
内
容
を
誇
っ
て
い
る
。

さ
て
、
本
書
の
特
徴
と
し
て
は
、
従
来
の
論
文
集
に
あ
る
よ
う
な
、
分

野
の
異
な
る
研
究
論
文
の
無
作
為
な
集
成
と
は
違
っ
て
、
パ
ー
リ
語
及
び

。
ハ
ー
リ
文
化
に
関
す
る
一
定
の
分
野
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

対
象
を
限
定
し
て
い
る
と
は
い
え
、
い
わ
ゆ
る
パ
ー
リ
仏
教
が
仏
教
発
祥

以
来
の
長
い
歴
史
と
、
南
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
を
中
心
と
し
た
広
大
な

文
化
圏
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
パ
ー
リ
学
の
扱
う
フ
ィ
ー
ル
ド
は
広
範
で
多

岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
本
書
は
、
前
田
惠
學
教
授
の
は

し
が
き
に
あ
る
よ
う
に
、
「
パ
ー
リ
文
化
研
究
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
を
包
括

し
て
、
従
来
個
別
に
行
な
わ
れ
て
い
た
パ
ー
リ
文
化
研
究
の
諸
分
野
を
統

『
水
野
弘
元
博
士
米
寿
記
念
論
集

ハ
ー
リ
文
化
学
の
世
界
」

茨
田
通
俊

一
的
に
ま
と
め
、
か
つ
今
後
の
研
究
の
進
む
べ
き
方
向
を
示
す
こ
と
」
を

意
図
し
て
編
集
さ
れ
て
い
る
。

。
ハ
ー
リ
学
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
献
研
究
を
中
心
と
し
た
学
究
的
な
研
究

に
加
え
て
、
近
年
は
文
化
人
類
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
盛
ん
に
行
わ
れ
る

等
、
さ
ら
に
新
た
な
展
開
を
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
研
究
方

法
の
多
様
化
や
扱
う
範
囲
の
拡
大
を
反
映
し
て
、
本
書
は
Ｉ
言
語
・
文
献

研
究
、
Ⅱ
文
化
研
究
、
Ⅲ
教
理
研
究
、
Ⅳ
歴
史
研
究
の
四
部
か
ら
成
り
、

各
さ
二
’
五
、
全
部
で
十
七
の
論
文
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ

も
学
界
を
代
表
す
る
学
者
の
手
に
よ
る
も
の
で
、
全
体
と
し
て
幅
広
い
研

究
分
野
を
遺
漏
な
く
網
羅
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
書
名
が
示
す
通
り
、
本

書
自
体
が
「
パ
ー
リ
文
化
学
の
世
界
」
そ
の
も
の
を
形
成
し
て
い
る
と
言

え
よ
』
フ
。

し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
本
書
の
性
格
上
、
各
論
文
は
特
定
の
テ
ー
マ

の
も
と
に
、
研
究
論
文
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
方
法
論
の
紹
介
、
資
料
の

提
供
を
中
心
に
、
問
題
点
の
提
起
や
将
来
の
展
望
を
も
含
め
た
総
合
的
な

も
の
を
意
図
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
本
書
は
、
単
な
る
記
念
論
文

集
に
止
ま
ら
ず
、
。
ハ
ー
リ
学
研
究
の
過
去
を
回
顧
し
、
将
来
の
動
向
を
示

唆
す
る
も
の
と
し
て
、
読
み
ご
た
え
の
あ
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
収
容
論
文
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
詳
細
に
論
評
す
る
に
は
、
充

分
な
紙
数
が
な
く
、
ま
た
筆
者
の
力
量
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
も
な
い
の
で
、

お
よ
そ
の
紹
介
と
若
干
の
批
評
に
止
ま
る
こ
と
を
ご
容
赦
願
い
た
い
。

ま
ず
、
「
Ｉ
言
語
・
文
献
研
究
」
は
パ
ー
リ
語
に
関
す
る
研
究
史
が
中

心
で
、
五
編
の
論
文
よ
り
成
る
。
雲
井
昭
善
教
授
の
「
パ
ー
リ
語
辞
典
の

編
纂
」
で
は
、
辞
典
編
蟇
の
歴
史
を
回
顧
し
、
チ
ル
ダ
ー
ス
、
リ
ス
・
デ
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ヴ
ィ
ッ
ズ
の
両
辞
典
、
及
び
現
在
も
進
行
中
の
事
業
で
あ
る
『
批
判
的
パ

ー
リ
語
辞
典
」
言
、
ｇ
、
「
パ
ー
リ
三
蔵
コ
ン
コ
ー
ダ
ン
ス
』
等
馴
染
み

の
辞
典
の
意
義
と
特
色
が
述
ぺ
ら
れ
、
最
後
に
わ
が
国
に
お
け
る
辞
典
編

纂
状
況
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
自
ら
も
『
巴
和
小
辞
典
』
出
版

の
経
験
を
も
ち
、
現
在
も
新
た
な
辞
典
編
纂
を
進
め
て
い
る
雲
井
教
授
な

ら
で
は
の
要
を
得
た
紹
介
を
通
し
て
、
我
為
が
平
素
利
用
す
る
辞
典
類
の

便
益
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
、
編
纂
過
程
に
お
け
る
労
苦
の
ほ
ど
が
偲
ば
れ

る
。
こ
う
し
た
辞
典
類
の
充
実
が
、
パ
ー
リ
学
研
究
の
発
展
を
支
え
て
き

た
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

石
上
善
應
教
授
に
よ
る
「
パ
ー
リ
語
文
献
の
翻
訳
」
は
、
主
と
し
て
わ

が
国
に
お
け
る
パ
ー
リ
語
文
献
の
翻
訳
研
究
の
歴
史
を
辿
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
、
漢
訳
経
典
中
心
の
仏
教
研
究
か
ら
の
転
回
と
な
っ
た
、
原
典

の
直
接
的
研
究
の
導
入
に
始
ま
り
、
・
ハ
ー
リ
語
研
究
の
発
展
に
甚
大
な
役

割
を
果
た
し
た
『
南
伝
大
蔵
経
』
の
公
刊
や
、
近
年
の
厳
密
で
か
つ
一
般

に
も
理
解
し
得
る
翻
訳
の
試
み
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
そ
し
て
、
最
近
の

パ
ー
リ
語
研
究
の
多
様
化
は
、
新
し
い
翻
訳
の
展
開
を
促
す
で
あ
ろ
う
と

展
望
し
て
い
る
。
原
典
の
翻
訳
は
、
学
問
研
究
を
飛
躍
的
に
進
展
さ
せ
る

と
同
時
に
、
仏
教
思
想
の
一
般
へ
の
流
布
の
責
を
も
担
っ
て
い
る
。
最
後

に
石
上
教
授
は
、
原
文
に
忠
実
な
翻
訳
と
流
麗
な
現
代
語
訳
が
共
に
あ
る

こ
と
が
、
本
来
の
思
想
文
化
研
究
の
基
調
と
な
る
と
結
ん
で
い
る
。

次
に
、
橘
堂
正
弘
教
授
の
「
新
し
い
パ
ー
リ
語
文
献
の
展
望
１
℃
目

５
Ｍ
潤
蕨
己
己
日
＆
言
の
己
Ｆ
沙
口
碑
騨
旨
四
］
曽
巴
＄
①
ｇ
〕
自
騨
鼻
①
肘
」
は
、

涙

ス
リ
ラ
ン
カ
の
勺
○
乏
昇
副
嗣
ロ
・
ロ
ロ
目
芹
ｐ
長
老
の
、
ミ
《
留
意
ミ
ミ
ｓ

第
二
巻
に
見
ら
れ
る
、
成
立
の
新
し
い
パ
ー
リ
語
作
品
に
つ
い
て
解
説
を

施
し
て
い
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
に
は
、
シ
ン
ハ
ラ
語
に
よ
る
関
連

文
献
も
付
加
さ
れ
て
お
り
、
中
に
は
写
本
の
現
存
状
況
に
触
れ
た
も
の
も

あ
る
。
綱
要
害
か
ら
史
話
、
仏
伝
の
類
、
文
法
書
の
ほ
か
医
学
害
、
書
簡

に
至
る
ま
で
の
計
一
二
五
の
膨
大
な
文
献
一
覧
は
、
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
け

る
シ
ン
ハ
｜
フ
文
字
の
刊
本
を
ほ
ぼ
網
羅
し
て
お
り
、
た
い
へ
ん
利
用
価
値

の
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

森
祖
道
教
授
の
「
注
釈
文
献
の
種
類
と
資
料
的
価
値
」
は
、
ア
ッ
タ
ヵ

タ
ー
、
テ
ィ
ー
カ
ー
と
い
っ
た
パ
ー
リ
注
釈
文
献
を
列
挙
し
た
上
で
、
そ

の
資
料
的
価
値
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
、
ア
ッ
タ
ヵ
タ
ー
に
関
し

て
は
、
文
献
研
究
・
翻
訳
資
料
、
教
理
思
想
研
究
資
料
、
言
語
研
究
資
料
、

歴
史
・
地
理
・
社
会
・
文
化
な
ど
の
研
究
資
料
と
し
て
の
有
用
性
を
、
ま

た
、
テ
ィ
ー
カ
ー
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
資
料
と

し
て
の
価
値
を
説
い
て
い
る
。
森
教
授
に
は
、
既
に
「
パ
ー
リ
仏
教
註
釈

文
献
の
研
究
』
と
い
う
こ
の
分
野
の
先
駆
的
研
究
成
果
が
あ
り
、
本
論
も

豊
か
な
見
識
に
満
ち
た
論
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
。
ハ
ー
リ
語
の
注
釈
文
献
は
、
資
料
の
一
大
宝
庫
と
し
て
研
究
上
無
視

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
未
開
拓
に
近
い
分
野
だ
け
に
、
資
料
と
し
て
無

限
の
可
能
性
を
含
ん
で
お
り
、
そ
の
研
究
は
今
後
ま
す
ま
す
重
要
視
さ
れ

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

湯
山
明
博
士
の
「
仏
教
文
献
学
の
方
法
試
論
」
で
は
、
仏
教
学
に
お
け

る
文
献
学
的
研
究
方
法
に
つ
い
て
、
積
極
的
な
論
を
展
開
し
て
い
る
。
研

究
者
の
予
断
に
基
づ
く
資
料
の
扱
い
や
、
学
術
的
論
拠
を
欠
く
論
文
等
は
、

文
献
学
の
基
礎
訓
練
の
欠
如
か
ら
来
る
文
献
学
的
方
法
の
誤
用
例
で
あ
る

と
い
う
。
こ
う
し
た
謬
見
の
蔓
延
を
憂
慮
す
る
博
士
は
、
徹
底
し
た
原
典
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批
判
の
作
業
を
勧
め
、
そ
の
際
に
、
隣
接
し
た
文
化
学
の
諸
分
野
を
通
し

て
培
わ
れ
る
直
観
力
と
洞
察
力
の
必
要
も
説
い
て
い
る
。
全
体
を
通
じ
て

湯
山
博
士
の
主
張
は
、
文
献
学
の
基
礎
訓
練
、
即
ち
関
係
言
語
の
正
確
な

修
得
と
典
籍
の
批
判
的
考
究
の
重
要
性
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
伝
統

的
な
文
献
研
究
に
対
す
る
数
灸
の
問
題
点
の
指
摘
は
、
研
究
者
に
自
ら
の

研
究
姿
勢
に
対
す
る
反
省
と
再
考
を
促
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「
Ⅱ
文
化
研
究
」
は
、
お
そ
ら
く
本
論
集
の
中
で
も
最
も
注
目
す
等
へ
き

研
究
分
野
で
あ
ろ
う
。
近
年
の
仏
教
研
究
は
、
新
た
に
文
化
人
類
学
的
、

社
会
学
的
な
研
究
方
法
も
採
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
成
果
は
着
実
に

蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
で
も
新
し
い
視
点
か
ら
仏
教
を
捉
え
よ
う
と

し
た
、
興
味
を
引
く
論
文
が
並
ん
で
い
る
。

ま
ず
最
初
は
、
前
田
惠
學
教
授
の
「
・
ハ
ー
リ
文
化
圏
の
展
望
」
で
あ
る
。

パ
ー
リ
文
化
圏
は
、
上
座
仏
教
伝
播
の
原
点
と
な
っ
た
ス
リ
ラ
ン
カ
や
、

そ
れ
と
は
異
質
の
文
化
を
も
つ
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
パ
ー
リ
仏
教
徒
が
多
数
を
形
成
す
る
地
域
と
し
て

ス
リ
ラ
ン
カ
、
タ
イ
、
ビ
ル
マ
、
パ
ー
リ
仏
教
徒
が
少
数
民
族
を
な
す
地

域
と
し
て
イ
ン
ド
・
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
、
マ
レ
ー
シ
ア
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
実
態
を
説
明
す
る
。
異
な
っ
た
民
族
や
政
治
状
況
下
で
、

上
座
仏
教
と
い
っ
て
も
一
様
で
な
い
形
態
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

さ
ら
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
文
化
の
側
面
を
包
含
す
る
文
化
の
体
系
と
し
て

仏
教
を
捉
え
、
従
来
の
文
献
研
究
に
限
定
し
た
方
法
を
超
え
て
、
現
に
生

き
て
い
る
仏
教
を
対
象
と
し
た
研
究
の
必
要
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
し
て

現
代
仏
教
研
究
の
課
題
と
し
て
、
仏
教
の
存
在
形
態
を
分
析
し
、
現
代
へ

の
対
応
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
以
上
の
前
田
教
授
の
主

張
は
、
今
後
の
仏
教
研
究
を
展
望
す
る
も
の
と
し
て
傾
聴
に
値
す
る
。

続
く
奈
良
康
明
教
授
の
弓
出
世
間
』
と
『
世
間
』
ｌ
イ
ン
ド
仏
教
文

化
の
構
造
理
解
の
た
め
に
」
で
は
、
仏
教
徒
の
生
活
様
式
と
し
て
の
仏
教

文
化
の
様
相
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
論
考
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で

奈
良
教
授
は
、
仏
教
の
本
義
と
さ
れ
る
信
仰
や
教
理
、
即
ち
「
出
世
間
」

レ
ヴ
ェ
ル
と
、
民
間
信
仰
的
な
諸
観
念
や
儀
礼
、
即
ち
「
世
間
」
レ
ヴ
Ｔ
一

ル
の
二
つ
の
関
わ
り
を
考
え
る
。
前
者
は
自
我
を
否
定
し
、
実
存
的
に
自

己
を
見
つ
め
る
「
自
己
凝
視
の
レ
ヴ
ェ
ル
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
、

か
く
あ
り
た
い
と
い
う
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
方
向
に
お
い
て
成
立
す
る

「
自
己
充
足
の
レ
ヴ
ェ
ル
」
で
あ
る
。
奈
良
教
授
は
、
呪
術
、
祈
願
儀
礼
、

通
過
儀
礼
、
輪
廻
の
観
念
等
の
例
を
通
し
て
、
こ
の
両
レ
ヴ
ェ
ル
間
の
複

雑
な
相
互
関
係
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
間
に
は
明
ら
か

な
レ
ヴ
ェ
ル
の
差
が
あ
っ
て
、
「
出
世
間
」
レ
ヴ
ェ
ル
の
観
念
の
み
を
仏

教
と
す
る
意
識
が
強
く
、
さ
ら
に
は
「
世
間
」
レ
ヴ
ェ
ル
の
諸
観
念
と
儀

礼
を
、
「
出
世
間
」
レ
ヴ
ェ
ル
と
連
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
志
向
が
は
た
ら

い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

杉
本
卓
洲
教
授
の
「
パ
ー
リ
文
化
と
美
術
ｌ
上
座
部
と
仏
塔
崇
拝
」

は
、
‐
美
術
資
料
に
よ
り
、
仏
教
信
仰
の
様
態
に
つ
い
て
解
明
を
試
み
る
論

文
で
あ
る
。
イ
ン
ド
各
地
に
存
在
す
る
仏
塔
の
欄
楯
や
門
柱
等
に
は
、
多

く
の
仏
伝
図
や
本
生
図
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
彫
刻

図
は
、
古
代
イ
ン
ド
の
思
想
や
文
化
を
反
映
し
て
お
り
、
文
献
に
お
け
る

伝
承
を
実
証
す
る
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
杉
本
教
授
は
、
『
イ

ン
ド
仏
塔
の
研
究
』
の
成
果
に
見
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
美
術
作
品
の
も

つ
学
術
的
な
価
値
に
早
く
か
ら
注
目
し
て
、
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
ひ
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と
り
で
あ
る
。
本
論
で
は
、
仏
教
美
術
の
源
泉
と
も
言
う
べ
き
仏
塔
と
、

元
来
そ
の
崇
拝
を
受
容
し
難
い
は
ず
の
パ
ー
リ
上
座
部
の
長
老
た
ち
と
の

関
係
に
つ
い
て
、
、
ハ
ー
ル
フ
ト
や
サ
ー
ン
チ
ー
の
仏
塔
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
コ
ン
ダ
の
大
塔
等
美
術
的
資
料
を
駆
使
し
な
が
ら
、
精
級
な
論
を
展

開
し
て
い
る
。
教
授
も
言
う
よ
う
に
、
彫
刻
等
の
美
術
的
作
品
は
、
製
作

年
代
も
文
献
に
比
し
て
明
確
で
あ
り
、
資
料
と
し
て
の
利
用
価
値
は
高
い
。

そ
れ
だ
け
に
仏
教
美
術
の
研
究
は
、
こ
れ
か
ら
の
開
拓
が
期
待
さ
れ
る
分

野
で
あ
る
。

石
井
米
雄
教
授
の
「
最
近
に
お
け
る
上
座
部
仏
教
の
社
会
科
学
的
研
究

に
つ
い
て
」
は
、
近
年
活
発
な
、
現
代
上
座
仏
教
に
対
す
る
社
会
学
的
研

究
活
動
の
成
果
に
つ
い
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
南
方
諸
国
の
現
代
上

座
仏
教
に
関
す
る
最
近
の
著
作
を
対
象
の
国
別
に
取
り
上
げ
て
、
簡
潔
な

説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
変
化
と
進
展
に
富
む
分
野
の
研
究
に
お
け
る
最

新
の
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。

片
山
一
良
教
授
の
「
仏
教
人
類
学
ｌ
そ
の
立
場
と
領
域
」
で
は
、
「
仏

教
人
類
学
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
構
造
的
に
分
析
し
て
い
る
。
先
の

奈
良
論
文
同
様
仏
教
を
人
間
の
学
と
し
て
改
め
て
問
い
直
そ
う
と
す
る
、

新
し
い
方
法
論
の
展
開
が
見
ら
れ
、
注
目
に
値
す
る
論
文
で
あ
る
。
こ
こ

で
い
う
「
仏
教
人
類
学
」
は
、
「
仏
教
学
」
に
主
題
を
求
め
、
「
人
類
学
」

の
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
成
り
立
つ
。
片
山
教
授
は
、
「
仏
教
学
」

が
仏
教
を
「
仏
の
教
え
」
と
捉
え
、
「
仏
」
な
い
し
「
法
」
の
研
究
を
目
指

す
の
に
対
し
、
｜
‐
仏
教
人
類
学
」
は
、
仏
教
を
「
仏
の
教
え
を
め
ぐ
る
文

化
」
と
捉
え
、
「
仏
の
周
縁
」
な
い
し
「
法
の
周
縁
」
、
も
し
く
は
「
僧
」

な
い
し
「
律
」
、
さ
ら
に
は
「
仏
教
徒
」
の
研
究
に
向
か
う
も
の
で
あ
る

と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
仏
教
に
お
け
る
人
間
研
究
」
と
し
て
の

「
仏
教
人
類
学
‐
｜
は
、
「
テ
キ
ス
ト
（
聖
典
）
」
か
ら
コ
ー
ン
テ
キ
ス
ト
（
文

化
）
」
へ
、
そ
し
て
ま
た
「
テ
キ
ス
ト
」
へ
戻
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
も

の
、
即
ち
実
態
調
査
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
必
ず
教
義
研
究
に
関
わ
る
よ

う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
基
本
的
立
場
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
先
の
石
井
論
文
と
共
に
、
末
尾
に
付
し
た
引
用
文
献
目
録
が
非
常

に
有
益
で
あ
る
。

「
Ⅲ
教
理
研
究
」
に
は
、
水
野
弘
元
博
士
の
「
研
究
の
回
顧
」
の
ほ
か
、

桜
部
建
、
長
崎
法
潤
両
教
授
の
論
文
が
配
さ
れ
て
い
る
。
本
論
集
中
最
も

長
大
な
量
を
誇
る
水
野
論
文
は
、
博
士
自
身
と
そ
の
周
囲
の
研
究
の
回
顧

録
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
水
野
博
士
は
、
。
〈
Ｉ
リ
語
原
典
の
み

な
ら
ず
漢
訳
仏
典
に
も
広
く
親
し
ん
で
い
る
よ
う
で
、
そ
の
多
方
面
に
及

ぶ
研
究
範
囲
に
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
博
士
の
研
究
過
程
が

そ
の
ま
ま
わ
が
国
の
パ
ー
リ
仏
教
研
究
の
歴
史
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
ま
た
、
博
士
自
身
の
成
果
以
外
に
、
関
連
す
る
研
究
資
料
に

も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
各
文
献
の
特
徴
と
研
究
内
容
に
対
す
る
解
説
は
、

的
を
得
て
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
ひ
と
え
に
博
士
の
研
究
の
奥

深
さ
を
物
語
る
も
の
で
、
飽
く
こ
と
な
き
知
的
探
求
心
と
並
を
な
ら
ぬ
精

励
の
跡
が
、
行
間
よ
り
伝
わ
っ
て
く
る
。

桜
部
教
授
の
「
パ
ー
リ
・
ア
ビ
ダ
ル
マ
研
究
ｌ
そ
の
過
去
と
将
来
」

は
、
南
方
七
論
（
論
蔵
）
か
ら
後
代
の
教
義
学
的
論
書
に
至
る
、
パ
ー
リ
・

ア
ビ
ダ
ル
マ
教
学
一
般
に
つ
い
て
、
近
代
に
お
け
る
内
外
の
研
究
成
果
を

紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
に
多
く
の
研
究
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
を
発
表
年
代
順
に
辿
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
研
究
の
足
跡
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を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
今
後
の
展
望
と
し
て
、
当
分
野
の
研
究

は
多
様
化
の
方
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
幾
つ
か
の
注
目
す
今
へ
き
新
し

い
研
究
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。

長
崎
教
授
の
「
・
〈
－
リ
仏
教
研
究
と
ジ
ャ
イ
ナ
教
研
究
」
は
、
原
始
仏

教
研
究
の
中
で
も
近
年
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
文
献
と
の
比

較
研
究
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
沙
門
の
宗
教
で
あ
る
仏
教

と
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
間
に
は
、
多
く
の
共
通
性
が
見
ら
れ
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
文

献
と
の
比
較
は
、
パ
ー
リ
仏
教
研
究
に
と
っ
て
も
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

長
崎
教
授
は
論
文
の
前
半
に
お
い
て
、
原
始
仏
典
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
聖
典
に

共
通
す
る
術
語
、
平
行
句
と
し
て
、
旨
い
昌
冒
ｐ
‐
呂
冨
（
法
洲
）
等
の
例

を
示
し
、
両
者
に
共
通
の
源
流
や
相
互
の
影
響
を
探
り
つ
つ
、
両
教
の
根

本
教
義
と
の
関
連
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
後
半
で
は
、
．
〈
Ｉ
リ
仏
典
に

見
ら
れ
る
ジ
ャ
イ
ナ
説
と
し
て
、
『
沙
門
果
経
』
に
お
け
る
一
一
ガ
ン
タ
・

ナ
ー
タ
プ
ッ
タ
説
を
取
り
上
げ
、
未
だ
定
説
の
な
い
、
島
冨
ｌ
鼠
凰
の
解

釈
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
原
始
仏
教
と
ジ
ャ
イ
ナ
教
と
の
比
較
研
究
の

具
体
的
な
事
例
を
示
す
も
の
と
し
て
、
い
ず
れ
も
説
得
力
の
あ
る
確
か
な

考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
単
な
る
文
献
学
的
比
較
研
究
に
止
ま
ら

ず
、
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏
教
と
の
比
較
の
た
め
に
、
現
在
イ
ン
ド
に
存
続

す
る
ジ
ャ
イ
ナ
教
教
団
の
調
査
の
必
要
を
説
い
て
い
る
点
に
も
注
目
し
て

よ
い
。最

後
に
「
Ⅳ
歴
史
研
究
」
と
し
て
、
四
編
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
山
崎
元
一
教
授
の
「
・
〈
－
リ
語
文
献
に
よ
る
イ
ン
ド
古
代
史
研
究
」

は
、
パ
ー
リ
語
文
献
か
ら
知
ら
れ
る
古
代
イ
ン
ド
の
政
治
、
経
済
、
社
会

に
つ
い
て
論
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
パ
ー
リ
語
文
献
に
は
、
仏
教
教
理
の

他
に
、
古
代
イ
ン
ド
の
生
活
文
化
を
伝
え
る
記
述
が
多
数
存
在
す
る
。
論

文
で
は
幾
つ
か
の
例
を
示
し
な
が
ら
、
部
族
共
和
制
国
家
や
マ
ガ
ダ
、
コ

ー
サ
ラ
等
の
王
国
の
政
治
機
構
、
仏
教
興
起
当
時
の
都
市
生
活
や
村
落
の

様
相
、
四
ヴ
ァ
ル
ナ
に
代
表
さ
れ
る
社
会
構
造
等
に
論
及
し
て
い
て
興
味

深
い
。
こ
れ
ら
は
、
パ
ー
リ
語
文
献
が
イ
ン
ド
古
代
史
を
研
究
す
る
上
で
、

資
料
の
宝
庫
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
教
理
面
を
離
れ
た
研
究
資

料
と
し
て
の
可
能
性
を
示
し
て
い
て
面
白
い
。

塚
本
啓
祥
教
授
の
「
上
座
部
教
団
史
研
究
の
問
題
点
と
課
題
」
は
、
上

座
部
仏
教
が
ス
リ
ラ
ン
カ
に
伝
播
す
る
以
前
の
、
イ
ン
ド
亜
大
陸
に
お
け

る
史
的
展
開
に
つ
い
て
、
そ
の
問
題
点
の
解
明
を
試
み
て
い
る
。
本
論
で

は
、
上
座
部
を
表
す
Ｈ
胃
国
ぐ
目
④
〕
く
げ
冒
冒
く
且
四
の
二
つ
の
名
称
に

つ
い
て
、
文
献
上
で
の
意
味
の
変
遷
を
辿
っ
た
上
で
、
大
衆
部
、
説
一
切

有
部
、
雪
山
部
と
い
っ
た
他
部
派
と
の
関
係
を
、
文
献
は
も
ち
ろ
ん
考
古

学
的
資
料
も
駆
使
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
部
派
仏
教
成
立
の
背
景

に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
て
い
る
。
部
派
分
裂
当
時
の
史
実
に
関
し
て
は
、

各
部
派
に
よ
っ
て
伝
承
を
異
に
し
て
お
り
、
不
明
確
な
部
分
が
多
い
。
こ

こ
で
は
、
先
学
の
研
究
を
適
宜
参
照
し
な
が
ら
、
様
安
な
角
度
か
ら
級
密

な
考
究
を
展
開
し
て
お
り
、
充
分
に
評
価
で
き
る
。

生
野
善
應
教
授
の
「
南
方
上
座
部
の
史
的
展
開
」
は
、
南
方
上
座
部
、

即
ち
セ
イ
ロ
ン
（
ス
リ
ラ
ン
カ
）
上
座
部
を
受
容
し
な
が
ら
も
、
多
様
な

実
態
を
呈
す
る
東
南
ア
ジ
ア
の
上
座
部
仏
教
の
歴
史
的
過
程
に
つ
い
て
論

じ
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
文
化
が
浸
透
し
、
上
座
部
仏
教
が
伝
播
し
た

東
南
ア
ジ
ア
の
民
族
諸
国
で
は
、
各
々
が
独
自
の
開
教
伝
説
を
有
す
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
生
野
教
授
は
、
民
族
的
対
抗
意
識
の
結
果
自
国
の
優
位
性
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を
示
す
た
め
で
あ
り
、
古
代
民
族
国
家
の
緊
張
関
係
を
反
映
し
た
も
の
と

推
論
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
南
方
上
座
部
仏
教
の
歴
史
的
展
開
を
ビ
ル
マ

地
域
、
タ
イ
地
域
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
地
域
の
三
つ
に
つ
い
て
辿
る
。

セ
イ
ロ
ン
上
座
部
の
教
義
と
教
団
組
織
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
地
理
的
な

環
境
の
違
い
や
、
国
家
興
亡
の
歴
史
的
背
景
、
さ
ら
に
民
族
性
に
も
左
右

さ
れ
て
、
各
国
の
上
座
部
仏
教
が
独
自
の
発
展
を
遂
げ
て
き
た
こ
と
が
知

東
元
慶
喜
教
授
の
「
わ
が
国
に
お
け
る
上
座
部
仏
教
研
究
の
過
去
と
将

来
」
で
は
、
日
本
人
と
し
て
最
初
に
上
座
部
仏
教
文
化
に
つ
い
て
実
践
し

た
、
釈
興
然
師
の
生
涯
が
中
心
に
描
か
れ
て
い
る
。
渡
航
先
の
ス
リ
ラ
ン

カ
で
具
足
戒
を
受
け
、
帰
国
後
も
南
方
僧
団
の
移
植
に
尽
力
し
た
、
求
法

僧
の
意
気
軒
昂
な
姿
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
、
南
方
仏
教

文
化
の
わ
が
国
へ
の
輸
入
の
試
み
や
、
当
事
国
と
の
交
流
に
つ
い
て
も
関

説
し
て
い
る
。

さ
れ
て
、

ら
れ
る
。

以
上
個
友
の
特
色
あ
る
論
文
が
相
寄
っ
て
、
パ
ー
リ
文
化
学
を
集
大
成

す
る
ひ
と
つ
の
研
究
害
を
形
作
っ
て
お
り
、
パ
ー
リ
文
化
研
究
を
包
括
的

に
捉
え
よ
う
と
し
た
本
書
の
目
的
は
見
事
に
果
た
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
ま
た
、
適
切
な
課
題
の
指
摘
も
随
所
に
見
ら
れ
、
新
た
な
方
向
性
を

示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
本
耆
が
、
同
分
野
の
研
究
に
お
け
る
今
後
の
ひ

と
つ
の
指
標
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
さ
ら
に
、
文
献
の
紹
介
、
一
覧

を
豊
富
に
含
む
こ
と
か
ら
、
資
料
的
な
価
値
も
評
価
で
き
る
。
惜
し
む
ら

く
は
、
学
の
国
際
的
な
広
が
り
を
考
慮
し
て
、
海
外
の
。
〈
－
リ
仏
教
学
者

の
論
文
を
数
編
加
え
る
こ
と
も
一
考
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
本
書
を
も
っ
て
、
パ
ー
リ
文
化
研
究
の
全
体
像
を
把
握
す
る

こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
書
は
、
パ
ー
リ
仏
教
関
係
を
初

め
と
す
る
研
究
者
は
言
う
に
及
ば
ず
、
こ
れ
か
ら
パ
ー
リ
学
研
究
を
始
め

よ
う
と
す
る
若
い
学
徒
に
も
、
こ
の
上
な
い
便
益
を
提
供
し
得
る
も
の
で

あ
る
と
確
信
す
る
。

（
平
成
二
年
六
月
三
○
日
、
春
秋
社
、
菊
判
、
四
六
八
頁
、
定
価
一
四
○

○
○
円
）
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