
筆
者
は
、
本
学
に
お
い
て
原
始
仏
教
を
専
攻
し
、
爾
来
そ
の
分

野
で
の
指
導
を
受
け
て
来
た
。
そ
し
て
、
近
年
ア
ビ
ダ
ル
マ
な
る

分
野
に
心
を
寄
せ
、
特
に
説
一
切
有
部
の
思
想
を
中
心
と
し
て
、

大
乗
仏
教
と
の
交
渉
を
ト
レ
ー
ス
す
る
と
い
う
方
法
論
で
研
究
を

進
め
た
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
仏
教
学
と
は
文
献
研
究
を
基
礎

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
礎
な
し
に
は
何
も
語
れ
な
い
と
教

え
込
ま
れ
、
そ
し
て
筆
者
自
身
も
文
献
研
究
を
続
け
て
今
日
に
至

っ
て
い
る
。

周
知
の
如
く
、
イ
ン
ド
の
仏
教
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
、
。
ハ

ー
リ
・
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
な
ど
の
イ
ン
ド
古
典
語
の
修
得
が
急

務
で
あ
り
、
そ
れ
ら
古
典
語
テ
キ
ス
ト
の
読
解
作
業
が
大
き
な
比

重
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
為
に
、
我
々
の
研
究
も
、
い
き

研
究
ノ
ー
ト

応
川
仏
教
学
へ
の
一
志
向

｜
は
じ
め
に

お
い
重
箱
の
角
を
穿
る
よ
う
な
こ
と
に
追
わ
れ
、
仏
教
の
全
体
像

が
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
し
か

し
、
釈
尊
の
四
諦
の
教
え
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏
教
は
本
来
実

践
的
な
宗
教
で
あ
り
、
仏
教
学
も
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
成
り
立
つ

筈
は
な
い
。

そ
の
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
が
、
何
故
か
文
献
を
抜
き
に
実
践

的
仏
教
学
を
云
々
す
る
こ
と
に
筆
者
自
身
、
後
ろ
め
た
さ
と
言
う

か
、
罪
悪
感
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て
き
た
の
も
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
身
で
こ
の
よ
う
な
葛
藤
を
持
ち
な
が
ら
も
、
仏
教
を

仏
教
学
以
外
の
分
野
よ
り
研
究
し
よ
う
と
す
る
応
用
仏
教
学
に
私

か
に
心
を
寄
せ
た
り
（
拙
害
評
「
ｚ
胃
の
且
愚
弓
曾
哩
①
肋
。
：
耳
鼻

夢
。
罠
冒
①
９
５
。
国
信
目
冒
」
本
誌
第
一
二
号
・
七
八
頁
参
照
）
、
あ

る
い
は
、
学
外
で
そ
っ
と
仏
教
学
の
実
践
的
在
り
方
に
つ
い
て
の

論
文
な
ど
を
幾
つ
か
発
表
し
た
こ
と
も
あ
る
。

吉
元
信
行
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二
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
お
け
る

仏
教
理
念
の
導
入

現
代
の
疎
外
さ
れ
た
人
間
性
、
そ
し
て
現
代
人
間
の
神
経
症
的

状
況
の
回
復
を
目
指
し
て
、
種
々
の
方
法
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
中
で
も
、
新
し
い
心
理
学
の
一
部
門
と
し
て
、
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
が
、
実
施
し
易
く
而
も
有
効
な
方
法
と
し
て
、
特
に
要
請
さ

れ
る
に
至
っ
た
。
こ
の
カ
ゥ
ン
セ
リ
ン
グ
の
理
念
は
、
心
理
学
の

応
用
と
し
て
の
精
神
分
析
や
心
理
療
法
の
領
域
を
超
え
て
、
よ
り

今
回
、
「
我
々
ス
タ
ッ
フ
が
研
究
の
合
間
に
ふ
と
感
じ
た
こ
と

な
ど
を
気
楽
な
気
持
ち
で
メ
モ
的
に
書
い
て
み
よ
う
」
（
本
誌
三
一

号
編
集
後
記
）
と
い
う
趣
旨
の
〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
執
筆
の
機
会
を
与

え
ら
れ
た
の
で
、
大
谷
大
学
仏
教
学
の
伝
統
と
か
、
仏
教
学
の
基

礎
と
し
て
の
文
献
研
究
と
か
、
ま
た
諸
々
の
批
判
な
ど
を
気
に
せ

ず
、
本
当
に
気
楽
な
気
持
ち
で
、
こ
の
よ
う
な
応
用
仏
教
学
の
課

題
に
曲
り
な
り
に
も
取
り
組
ん
で
来
た
経
過
を
整
理
す
る
た
め
に

メ
モ
的
に
綴
り
、
識
者
の
批
判
・
教
示
を
仰
ご
う
と
思
う
。
こ
の

こ
と
は
ま
さ
に
試
行
錯
誤
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
こ
れ
と
い
う
纒

ま
っ
た
結
論
に
は
達
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
小
論
が
仏
教
学

を
如
何
に
生
か
す
か
と
い
う
こ
と
を
再
検
討
す
る
上
の
一
布
石
に

で
も
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

人
間
の
実
存
に
迫
り
、
人
間
治
療
と
い
う
大
き
な
役
割
を
持
っ
て

い
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
疎
外
の
現
代
に
お
け
る
人
間
性
回
復
の

最
も
具
体
的
手
段
と
し
て
、
近
年
盛
ん
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

筆
者
が
こ
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
大
学
院
修
士
課
程
に
在
学
中
、
あ
る
機
会
で
、
否
応
無
し

に
犯
罪
前
歴
者
の
更
生
補
導
と
い
う
現
場
に
立
た
さ
れ
た
時
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
は
、
犯
罪
前
歴
者
を
収
容
し
て
、
彼
ら
か
ら
自
助

の
責
任
を
引
き
出
し
て
、
社
会
に
適
応
す
る
よ
う
に
復
帰
さ
せ
て

い
く
と
い
う
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
の
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
対

象
者
を
し
て
自
己
目
身
を
理
解
せ
し
め
、
新
し
い
方
向
を
目
指
し

て
積
極
的
に
歩
み
得
る
よ
う
に
し
て
い
く
と
い
う
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
の
場
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
筆
者
は
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に

つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
ま
ま
に
、
対
象
者
を
補
導
す
る
と
い
う
側

に
立
た
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
で
、
私
の
補
導
が
大
変
う
ま
く

い
く
と
い
う
こ
と
に
気
が
付
い
て
喚
驚
し
た
。
つ
ま
り
、
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
を
全
く
知
ら
な
い
ま
ま
に
、
上
手
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

が
出
来
て
い
た
の
で
あ
る
。

不
思
議
に
思
っ
て
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
つ
い
て
の
勉
強
を
始

め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
、
こ
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
の
理
念
が
、
今
ま
で
学
ん
で
き
た
仏
教
の
理
念
と
全
く
会
通
す
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る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
。
つ
ま
り
、
印
度
中
部
を
遍
く
遊
行
し

て
、
悩
め
る
衆
生
を
救
い
、
大
般
浬
藥
の
そ
の
時
ま
で
対
機
説
法

を
お
止
め
に
な
ら
な
か
っ
た
仏
陀
こ
そ
偉
大
な
カ
ゥ
ン
セ
ラ
ー
で

あ
り
、
さ
ら
に
、
仏
陀
の
教
え
、
す
な
わ
ち
仏
教
こ
そ
、
実
践
的

に
は
、
実
に
大
き
な
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
体
系
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
に
気
が
付
い
た
の
で
あ
る
・
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
「
更
生
保

護
会
に
お
け
る
補
導
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
と
い
う
短
文
を
草
し
、

関
係
機
関
に
投
稿
し
た
と
こ
ろ
、
入
賞
し
て
掲
載
さ
れ
た
（
近
畿
更

保
護
特
集
生
『
わ
た
し
の
意
見
』
近
畿
更
生
保
護
委
員
会
・
昭
蛇
・
一
二

’
一
四
頁
）
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ
の
よ
う
な
補
導
の
在
り
方
が
こ

の
分
野
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し

て
、
現
場
で
の
体
験
に
基
づ
き
、
試
行
錯
誤
し
つ
つ
、
「
原
始
仏
教

に
お
け
る
対
機
説
法
の
体
系
Ｉ
仏
教
カ
ゥ
ン
セ
リ
ン
グ
へ
の
一

試
論
Ｉ
」
と
題
し
て
、
本
学
に
修
士
論
文
を
提
出
し
た
。
こ
の

修
士
論
文
の
一
部
を
発
表
し
た
の
が
、
拙
稿
「
原
始
仏
教
に
お
け

る
対
機
説
法
」
（
印
仏
研
一
七
’
一
・
二
一
六
’
七
頁
）
お
よ
び
「
カ
ゥ

ン
セ
リ
ン
グ
に
お
け
る
仏
教
的
想
念
」
（
犯
罪
と
非
行
恥
六
・
二
’
二

○
頁
）
で
あ
る
・
そ
の
後
も
暫
く
、
こ
の
世
界
に
関
り
、
そ
の
方
面

の
学
会
で
研
究
発
表
を
し
た
り
（
「
更
生
保
護
会
に
お
け
る
処
遇
と
そ

の
体
制
」
昭
和
四
五
年
二
月
一
二
日
・
第
二
回
近
畿
更
生
保
護
学
会
資

料
・
〆
二
七
’
三
一
頁
）
、
二
三
の
論
文
を
書
い
た
り
し
た
（
拙
稿
「
更

生
保
護
会
に
お
け
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
導
入
の
問
題
点
」
更
生
保
護
と
犯

罪
予
防
州
一
二
・
五
四
’
五
七
頁
、
拙
槁
「
更
生
保
護
会
に
お
け
る
処
遇

の
現
状
と
問
題
点
」
犯
罪
と
非
行
此
一
四
・
一
○
一
’
一
二
二
頁
）
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
原
始
仏
教
に
お
け
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
的

対
機
説
法
の
体
系
を
模
索
し
て
い
る
う
ち
に
、
大
き
な
難
関
に
打

ち
当
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
仏
陀
の
言
行
を
最
も
忠
実
に
伝

え
て
い
る
と
さ
れ
る
原
始
経
典
と
い
え
ど
も
、
決
し
て
当
時
の
速

記
録
で
は
な
く
、
永
年
の
伝
承
を
経
て
順
次
に
成
立
し
た
も
の
で

あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
諸
資
料
は
、
仏
陀
の
教
説
の
要
目
を
記
憶

し
易
い
よ
う
に
纒
め
た
も
の
で
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
過
程
を
忠

実
に
記
録
す
る
と
い
う
目
的
で
伝
承
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
西
洋
の
心
理
学
を

背
景
と
し
て
成
立
し
た
よ
う
に
、
仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
も
深

い
仏
教
の
心
理
学
の
背
景
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
が
付
い
た
の

で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
本
学
に
て
研
究
の
場
が
与
え
ら
れ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
筆
者
の
研
究
は
専
ら
仏
教
の
心
理
学
で
あ
る
ア
ビ
ダ

ル
マ
、
そ
し
て
更
に
唯
識
の
心
理
学
へ
と
向
か
い
、
暫
く
は
カ
ゥ

ン
セ
リ
ン
グ
と
か
仏
教
の
実
践
的
在
り
方
と
か
と
い
う
こ
と
を
傍

ら
に
置
い
て
、
ひ
た
す
ら
原
典
研
究
に
終
始
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

勿
論
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
訳
で
は
な
い
が
、
そ
の
余
裕
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三
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
お
け
る

仏
教
理
念
の
活
用

今
か
ら
五
年
位
前
の
こ
と
、
筆
者
は
研
究
室
に
、
あ
る
英
国
人

女
性
の
訪
問
を
受
け
た
。
彼
女
は
名
前
を
ｏ
ｏ
ａ
の
旨
の
禺
目
尋
○
８

と
い
い
、
イ
ギ
リ
ス
の
保
護
観
察
官
で
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の

専
門
家
で
あ
る
。
グ
リ
ム
ウ
ッ
ド
女
史
の
話
を
聞
く
と
、
彼
女
が

筆
者
の
と
こ
ろ
に
来
た
目
的
は
凡
そ
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
そ
の
も
の
に
限
界
が
来

て
お
り
、
そ
れ
を
打
開
す
る
手
だ
て
と
し
て
、
仏
教
の
理
念
が
注

目
さ
れ
始
め
た
。
そ
こ
で
女
史
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
仏
教

理
念
の
活
用
を
試
み
よ
う
と
す
る
勺
戸
口
論
文
を
執
筆
す
べ
く
、

日
本
の
社
会
事
業
と
仏
教
の
勉
強
を
し
に
来
た
。
東
京
の
社
会
事

業
大
学
で
指
導
を
受
け
、
資
料
を
集
め
た
り
人
に
聞
い
た
り
し
て

い
た
と
こ
ろ
、
筆
者
が
以
前
仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
興
味
を
持

っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
来
た
の
だ
と
い
う
。

「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
」
と
は
、
社
会
福
祉
事
業
と
い
う
意
味

で
あ
り
、
社
会
に
適
応
困
難
な
者
・
社
会
的
落
後
者
・
貧
困
者
な

が
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
研
究

の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
小
論
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
は
な
い

の
で
敢
え
て
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

ど
に
対
し
、
社
会
的
責
任
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
問
題
解
決
を
援
助

す
る
事
業
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
は
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
・

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
。
．
、
、
、
ユ
ニ
テ
ィ
オ
ー
ガ
’
一
ゼ
ー
シ
ョ
ン
な
ど

の
科
学
的
処
遇
技
術
も
含
ま
れ
る
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
、
言
語

的
手
段
に
よ
る
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
こ
の
中
の
ほ
ん
の
一
部

門
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
仏
教
理

念
を
活
用
し
よ
う
と
い
う
話
に
始
め
は
我
が
耳
を
疑
っ
て
い
た
が
、

女
史
の
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
女
史
の
意
図
し
て
い
る
こ
と

が
筆
者
が
嘗
て
修
士
論
文
に
お
い
て
目
指
し
た
こ
と
と
全
く
同
じ

で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
驚
嘆
し
た
。
そ
の
後
何
回
か
女
史
と
意
見

交
換
の
機
会
を
持
ち
、
同
じ
道
を
志
そ
う
と
す
る
者
が
外
国
に
も

い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
意
を
強
く
し
た
の
で
あ
る
。

グ
リ
ム
ウ
ッ
ド
女
史
は
間
も
な
く
日
本
で
の
研
修
の
成
果
を
纏

め
、
早
速
筆
者
に
も
次
の
よ
う
な
そ
の
研
究
レ
ポ
ー
ト
の
コ
ピ
ー

と
雑
誌
論
文
の
抜
刷
が
届
け
ら
れ
た
。

（
一
）
○
○
ａ
巴
雷
○
凰
目
急
○
＆
》
《
《
シ
国
邑
呉
Ｆ
Ｏ
Ｃ
丙
目
ｍ
ｏ
Ｂ
巴

弓
○
烏
酢
○
日
四
国
ロ
目
言
騨
の
冨
胃
の
旨
同
侭
伝
且
四
目

菅
冒
ロ
》
〉
．
（
当
時
未
発
表
）

（
二
）
○
○
ａ
堅
固
○
回
目
弓
○
＆
〕
《
《
の
言
。
冒
侭
ｍ
ご
Ｑ
Ｑ
宮
の
日
旨

百
℃
沙
ロ
・
』
．
（
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
教
育
制
度
研
究
所
紀
要
第
一

二
集
．
三
九
二
’
三
八
○
頁
）
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こ
の
二
篇
の
論
文
の
内
（
二
）
の
方
は
、
女
史
が
日
本
に
お
け

る
仏
教
に
つ
い
て
の
研
究
を
纒
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
し
て

目
新
ら
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
（
一
）
の
論
文
は
、
特
に
得
る

と
こ
ろ
の
大
き
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

ク
の
専
門
家
と
な
る
為
の
訓
練
を
受
け
た
英
国
の
保
護
観
察
官
が
、

自
分
の
受
け
た
教
育
に
よ
る
方
法
論
に
限
界
を
感
じ
、
こ
の
限
界

を
打
破
す
る
為
に
、
全
く
異
質
の
概
念
で
あ
る
仏
教
理
念
を
導
入

す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
解
決
策
を
見
出
そ
う
と
意
図
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
我
々
仏
教
学
徒
ば
か
り
で
な
く
、
ソ

ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
実
務
家
を
も
大
い
に
啓
発
し
、
ま
さ
に
待
ち

望
ま
れ
て
い
た
内
容
の
論
文
で
あ
っ
た
の
で
、
早
速
そ
の
コ
ピ
ー

を
有
縁
の
人
た
ち
に
分
か
っ
た
り
、
ま
た
、
筆
者
の
担
当
す
る
文

学
部
一
回
生
の
総
合
Ｉ
の
講
義
の
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
に
用
い
た
り
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
英
文
は
か
な
り
難
解
で
あ
り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
ク
の
専
門
用
語
な
ど
が
あ
っ
て
、
筆
者
に
も
理
解
し
に
く
い

と
こ
ろ
が
多
々
あ
っ
た
。
ま
た
、
該
槁
に
対
し
て
は
、
大
学
関
係

の
研
究
者
か
ら
も
あ
ま
り
反
応
は
な
く
、
む
し
ろ
、
実
務
家
の
方

に
注
目
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

先
ず
、
我
が
国
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
実
践
及
び
理
論
で
の
リ

ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
的
立
場
に
あ
る
家
庭
裁
判
所
の
若
手
調
査
官
グ
ル

ー
プ
の
目
に
と
ま
り
、
こ
の
論
文
の
論
読
会
が
持
た
れ
た
。
こ
の

こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
縁
あ
っ
て
筆
者
も
そ
の
メ
ン
バ
ー

に
加
わ
り
、
彼
ら
と
一
緒
に
該
稿
を
読
む
機
会
を
得
た
。
こ
の
成

果
の
一
部
は
家
庭
裁
判
所
主
任
調
査
官
。
束
一
英
氏
（
本
学
社
会

学
科
出
身
）
ら
に
よ
っ
て
、
昭
和
五
六
年
二
月
一
五
日
、
名
古

屋
・
日
蓮
宗
報
恩
寺
で
開
催
さ
れ
た
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
に

お
い
て
、
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
仏
教
観
ｌ
英
国
の
プ
ロ

ベ
ー
シ
ョ
ン
オ
フ
ィ
サ
ー
の
レ
ポ
ー
ト
か
ら
１
と
題
し
て
口

頭
発
表
さ
れ
、
会
員
諸
氏
に
も
注
目
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
メ

ン
バ
ー
の
中
の
有
志
を
中
心
と
し
て
、
保
護
観
察
官
や
大
学
関
係

者
な
ど
実
務
家
と
研
究
者
と
が
集
ま
っ
て
、
該
稿
を
翻
訳
し
よ
う

と
い
う
話
が
持
ち
あ
が
り
、
定
期
的
に
研
究
会
が
持
た
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
い
る
内
に
、
該
稿
の
一
部
が
、
プ
ロ
。
ヘ
ー

シ
ョ
ン
の
実
務
誌
『
更
生
保
護
』
三
一
’
八
号
に
、
恒
川
京
子
氏

に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
言
－
デ
リ
ァ
・
グ
リ
ム
ゥ
ッ
ド
「
日
本
と

イ
ギ
リ
ス
の
矯
正
保
護
制
度
に
つ
い
て
ｌ
英
国
の
プ
ロ
。
ヘ
ー
シ

ョ
ン
。
オ
フ
ィ
サ
ー
の
印
象
Ｉ
」
）
、
さ
ら
に
相
次
い
で
、
該
稿

の
全
原
文
が
尽
謹
晶
閃
邑
具
ｚ
ｏ
司
獣
国
の
、
ぐ
。
息
》
ｚ
○
．
輿
畠
９
．

に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
こ
で
我
倉
は
、
そ
の
輪
読
の
成
果
を
纏
め
、

次
の
よ
う
な
該
稿
の
全
訳
を
発
表
し
た
。

桑
原
洋
子
。
吉
元
信
行
・
東
一
英
・
白
浜
博
子
（
共
訳
）
「
翻
訳

・
日
英
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
管
見
Ｉ
仏
教
者
的
立
場
か
ら
の
比

ハハ
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較
研
究
Ｉ
」
犯
罪
と
非
行
比
五
九
・
三
五
’
五
九
頁
。

こ
の
翻
訳
に
は
意
外
と
反
響
が
あ
っ
た
の
で
、
我
々
は
該
稿
に

対
す
る
理
解
を
確
認
す
る
た
め
、
こ
れ
に
論
評
と
訳
註
を
付
し
て
、

訳
文
を
再
録
し
、
次
の
論
文
と
し
て
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

桑
原
洋
子
・
吉
元
信
行
・
東
一
英
「
〃
内
な
る
仏
性
へ
〃
の
自
覚

と
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
ー
英
国
人
ワ
ー
カ
ー
か
ら
の
問
い
か
け

Ｉ
」
仏
教
福
祉
第
二
号
・
四
○
’
六
八
頁
。

社
会
福
祉
と
仏
教
の
研
究
者
及
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
実
務

家
で
あ
る
我
皇
二
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
の
共
同
研
究
は
、
お

互
い
に
禅
益
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
我
々

は
、
更
に
、
そ
の
後
グ
リ
ム
ゥ
ッ
ド
女
史
よ
り
送
ら
れ
て
来
た
次

の
論
文
の
輪
読
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ｎ
ｏ
ａ
巴
国
○
国
日
弓
○
＆
四
国
Ｑ
Ｑ
鴎
国
○
葛
朋
》
《
《
目
彦
①
④
Ｏ
Ｂ
巴

弓
。
烏
の
Ｈ
》
目
胃
ｇ
５
具
四
目
切
且
Ｑ
言
黒
国
３
の
こ
》
の
。
ミ
ミ

ョ
尽
き
閂
○
§
廷
〕
ぐ
○
］
．
届
》
ｚ
○
．
蝉
忌
鴎
．

こ
の
論
文
は
、
グ
リ
ム
ゥ
ッ
ド
女
史
と
、
嘗
て
彼
女
と
同
じ
職

場
で
仕
事
を
し
て
い
た
首
都
保
護
観
察
所
上
級
保
護
観
察
官
ク
リ

フ
・
〈
ゥ
ズ
氏
と
の
共
同
執
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
前
の
論
文

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
摂
受
・
変
易
・
即
今
と
い
う
仏
教
理
念
を
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
適
用
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
実
証
し
よ
う

と
試
み
た
実
践
的
研
究
で
あ
る
。
特
に
該
稿
で
は
、
仏
教
理
念
に

よ
っ
て
、
従
来
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
お
い
て
主
流
を
し
め
て

い
た
ワ
ー
ヵ
ー
・
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
関
係
に
お
け
る
ラ
、
へ
リ
ン
グ
を

否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
に
お

け
る
診
断
主
義
あ
る
い
は
機
能
主
義
に
飽
き
た
ら
な
い
力
動
派
と

呼
ば
れ
る
人
々
の
拾
頭
が
見
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
精
神
医
学
の
分

野
で
も
、
治
療
者
の
役
割
と
活
動
は
、
関
与
し
な
が
ら
の
観
察
と

い
う
方
向
に
動
き
つ
つ
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
癒

す
者
」
と
「
癒
さ
れ
る
者
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
づ
け
を
否
定
し
よ

う
と
す
る
う
ゞ
へ
リ
ン
グ
否
定
論
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
だ
け
で

な
く
、
現
在
の
臨
床
諸
科
学
の
最
大
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
そ
の
ラ
等
へ
リ
ン
グ
否
定
の
論
拠
を
仏
教
思
想
に
求
め
た

と
こ
ろ
に
、
こ
の
論
文
の
意
義
が
あ
る
。

我
を
三
人
は
、
こ
の
共
同
研
究
の
成
果
の
一
部
を
第
十
九
回
日

本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
（
桑
原
洋
子
・

吉
元
信
行
・
東
一
英
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
お
け
る
仏
教
理
念

の
活
用
Ｉ
イ
ギ
リ
ス
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
研
究
に
学
ぶ

Ｉ
」
昭
和
五
九
年
二
月
四
日
於
仏
教
大
学
四
条
セ
ン
タ
ー
）
。
な

お
、
こ
の
発
表
は
、
早
速
『
中
外
日
報
』
紙
上
に
取
り
上
げ
ら
れ
、

評
価
さ
れ
た
（
昭
五
九
・
二
・
一
九
日
号
・
一
○
頁
）
。
こ
の
発
表
の
詳

細
は
、
該
稿
の
訳
註
を
加
え
て
、
本
年
度
の
同
学
会
の
紀
要
に
掲

載
さ
れ
た
（
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
年
報
第
十
六
号
・
八
一
’
九
九
頁
）
。

ハ 行
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日
本
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
原
点
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
仏
教

理
念
に
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
社
会
福
祉
政
策
の
源
流
は
、
聖
徳

太
子
や
弘
法
大
師
の
事
業
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
近
世
の
社
会
福
祉
事
業
は
、
主
と
し
て
仏
教
寺
院
あ
る
い

は
そ
の
団
体
を
中
心
と
し
て
発
展
し
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
戦
後
、
西
洋
思
潮
の
突
入
に
よ
る
価
値
観
の
急
変
な
ど
に
よ

り
、
こ
の
社
会
福
祉
政
策
に
も
大
き
な
変
遷
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
考
え
方
に
も
、
西
洋
的
な
思

想
が
導
入
さ
れ
、
仏
教
的
背
景
を
土
壌
と
は
し
て
い
る
が
、
西
洋

的
社
会
福
祉
思
想
が
主
流
を
占
め
な
が
ら
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
周
知
の
如
く
、
こ
の
よ
う
な
西
洋
中
心
の
思
潮
に

も
種
々
の
歪
み
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
始
め
た
。
今
日
に
見
る

環
境
破
壊
よ
り
生
ま
れ
た
公
害
の
生
態
学
的
危
機
の
根
源
を
、
キ

リ
ス
ト
教
の
世
界
観
の
内
に
認
め
る
と
い
う
反
省
も
、
西
洋
人
自

身
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
上
述
の
論
文
に
お
け
る

グ
リ
ム
ウ
ッ
ド
女
史
ら
の
提
言
も
ま
さ
に
こ
の
点
か
ら
出
発
し
て

い
る
。女

史
ら
は
、
西
洋
に
お
け
る
社
会
福
祉
思
想
の
源
泉
を
聖
書
に

あ
る
次
の
よ
う
な
「
よ
き
サ
マ
リ
ァ
人
の
物
語
」
に
求
め
て
い
る

四
社
会
福
祉
と
仏
教

（
「
新
訳
聖
書
』
ル
カ
伝
・
一
○
章
三
○
’
三
五
節
）
。

よ
き
サ
マ
リ
ア
人
は
、
強
盗
に
遭
っ
て
ど
う
す
る
こ
と
も
出

来
な
く
な
っ
て
い
る
被
害
者
に
出
会
っ
た
。
彼
は
全
て
の
も

の
を
奪
わ
れ
、
傷
に
も
手
当
て
が
必
要
で
、
最
寄
り
の
宿
屋

に
運
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
が
独
り
立
ち
出
来
る
よ

う
に
な
る
ま
で
に
は
、
永
い
年
月
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
豊

か
な
サ
マ
リ
ア
人
は
、
そ
の
被
害
者
の
た
め
に
諸
事
万
端
整

え
た
上
で
、
必
要
と
あ
ら
ば
何
時
で
も
援
助
す
る
旨
、
宿
屋

の
主
人
に
言
い
残
し
て
立
ち
去
っ
た
（
上
記
論
文
に
お
け
る
同

物
語
の
要
約
・
拙
訳
）
。

こ
の
「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
の
物
語
」
は
、
ま
さ
に
美
徳
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
社
会
福
祉
観
に
は
限
界
が
あ
る
と
西
洋
の

人
た
ち
も
気
が
付
き
始
め
た
。
飢
餓
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
ア
フ
リ

カ
に
お
け
る
諸
問
題
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
表
面
的
な
援
助
を
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、
彼
ら
は
働
か
な
く
な
り
、
飢
餓
の
進
展
に
い
よ

い
よ
拍
車
を
か
け
て
い
る
と
い
う
で
は
な
い
か
。
世
界
一
の
長
寿

国
に
な
っ
た
我
が
国
に
お
け
る
老
人
福
祉
の
問
題
も
爾
り
で
あ

る
。
数
年
前
、
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
諸
国
を
訪
ね
た
と
き
、
福
祉
先
進
国

の
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
公
園
の
ベ
ン
チ
で
坐
っ
て
い
る
老
人

た
ち
の
寂
し
そ
う
な
目
だ
け
が
筆
者
の
脳
裏
に
焼
き
つ
い
て
い
る
。

そ
の
同
じ
目
を
、
今
日
、
ひ
た
す
ら
ゲ
ー
ト
ポ
ー
ル
に
興
じ
る
老
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人
た
ち
や
、
敬
老
の
日
に
長
寿
で
祝
福
さ
れ
て
い
る
養
老
院
の
老

人
た
ち
に
見
る
。

救
助
者
と
被
害
者
・
ワ
ー
カ
ー
と
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
と
い
う
二
元

論
的
な
考
え
方
に
立
つ
限
り
、
両
者
は
お
互
い
の
立
場
に
拘
束
さ

れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
ワ
ー
カ
ー
の
方
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
悪

女
の
深
情
け
的
援
助
者
と
な
り
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
方
は
、
自
分

の
被
害
者
と
し
て
の
立
場
に
酔
い
し
れ
て
、
自
ら
の
内
な
る
可
能

性
を
見
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
仏
教
で
は
、
そ

う
い
う
医
療
モ
デ
ル
か
ら
の
脱
却
（
解
脱
）
を
説
き
、
人
は
過
去

・
現
在
・
未
来
を
通
じ
て
自
分
の
生
き
方
に
責
任
を
持
ち
続
け
て

い
く
と
い
う
業
の
思
想
を
教
え
る
。
そ
し
て
、
大
乗
仏
教
で
は
、

万
人
に
内
な
る
可
能
性
（
仏
性
）
を
認
め
よ
う
と
さ
え
す
る
の
で

坐
抽
｝
つ
（
）
Ｏ

仏
教
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
源
泉
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
菩

提
樹
下
に
お
け
る
覚
り
の
法
楽
の
座
を
捨
て
、
人
々
の
た
め
に
覚

り
の
内
容
を
示
さ
れ
た
仏
陀
の
初
転
法
輪
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
説
か
れ
た
四
諦
の
教
え
に
基
づ
く
対
機

説
法
の
方
法
論
が
ま
さ
に
仏
教
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
仏
教
福
祉
の
流
れ
に
、
更
に
四
無
量
心
や
六
波
羅
蜜

・
四
摂
法
な
ど
の
仏
教
理
念
が
合
流
し
、
そ
し
て
、
大
乗
菩
薩
道

と
い
う
仏
教
福
祉
の
大
河
へ
と
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
大
乗
菩
薩
道
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
一
如
で
あ
る
と
い
う

深
い
東
洋
思
想
を
背
景
と
し
て
い
る
。
東
洋
の
思
想
は
、
決
し
て

対
立
世
界
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
自
然
の
大
地

か
ら
産
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
法
と
い
う
理
法
は
永
遠
不
変

の
も
の
で
あ
る
と
す
る
確
信
か
ら
生
ま
れ
た
過
去
仏
の
思
想
や
、

釈
尊
は
無
限
の
過
去
世
か
ら
衆
生
に
た
い
す
る
無
数
の
善
行
を
修

し
て
来
ら
れ
た
と
す
る
仏
陀
前
生
の
菩
薩
の
物
語
は
こ
の
こ
と
を

明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

社
会
福
祉
に
お
け
る
仏
教
的
理
解
の
仕
方
は
、
価
値
観
を
押
し

つ
け
た
り
、
ラ
、
へ
リ
ン
グ
を
し
た
り
、
分
析
し
た
り
す
る
こ
と
で

は
な
い
。
人
生
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
ご
と
は
、
相
関
的
関
係

に
あ
っ
て
変
容
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
是
か
非
か
と
い
う
こ
と

は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
ワ
ー
ヵ
ー
は
必
ず
し
も
救
助
者

で
あ
る
必
要
も
な
い
。
逆
に
、
ワ
ー
カ
ー
は
、
専
門
家
と
し
て
、

ま
た
人
間
と
し
て
、
な
す
べ
き
こ
と
を
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
か
ら
学
ぶ

こ
と
さ
え
あ
る
。
ワ
ー
カ
ー
と
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
、
喜
び
も
悲
し

み
も
諸
炎
の
体
験
を
一
緒
に
開
示
し
合
い
、
共
有
し
合
い
、
一
期

一
会
と
い
う
こ
と
を
感
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
豊
か
な
も
の

に
な
っ
て
い
く
。
『
華
厳
経
入
法
界
品
』
に
お
け
る
善
財
童
子
の
求

道
物
語
は
ま
さ
に
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
を
善
知
識
と
す
る
菩
薩
道
で
は

な
か
ろ
う
か
。
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こ
の
よ
う
に
、
社
会
福
祉
の
実
務
の
分
野
に
も
仏
教
理
念
が
注

目
さ
れ
始
め
た
が
、
心
理
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
そ
の
こ
と
は

も
っ
と
顕
著
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
が
、
「
一
ン
グ
を
始
め
と

す
る
深
層
心
理
学
に
見
ら
れ
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
近
年
拾
頭
し
て
来
た
一
一
ユ
ー
サ
イ
エ
ン
ス
運
動
（
思
考
や

五
官
を
超
え
た
運
動
の
全
体
性
で
あ
る
暗
在
系
の
理
論
を
提
唱
す

る
）
、
中
で
も
「
我
々
の
内
に
固
我
意
識
を
超
え
た
意
識
の
層
が
存

在
す
る
」
と
主
張
す
る
ト
ラ
ン
ス
。
ハ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
に
至
っ
て

は
、
イ
ン
ド
古
代
の
「
梵
我
一
如
」
の
思
想
や
、
仏
教
に
お
け
る

「
仏
性
」
の
思
想
そ
の
も
の
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来

る
。
そ
の
主
張
の
一
部
を
紹
介
す
る
と
、
凡
そ
次
の
如
く
で
あ
る

（
春
秋
此
二
六
九
・
八
’
一
八
頁
参
照
）
。

過
去
数
十
年
の
意
識
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
観
察
結
果
は
、

意
識
が
物
質
よ
り
上
位
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
究
極
的

に
は
、
個
人
の
意
識
は
、
宇
宙
的
意
識
あ
る
い
は
宇
宙
の
心
と
同

一
化
す
る
。
人
間
は
、
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
体
験
的
に
接
近

出
来
る
潜
在
的
な
力
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
間
は
宇
宙
的

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
そ
の
も
の
で
あ
る
。

物
質
よ
り
精
神
が
優
位
を
占
め
る
と
い
う
考
え
方
は
、
既
に
古

五
む
す
び

代
イ
ン
ド
に
お
い
て
人
間
を
物
質
的
存
在
で
あ
る
色
蔬
と
、
精
神

的
存
在
た
る
受
・
想
・
行
・
識
の
四
調
に
分
析
す
る
五
穂
諭
に
認

め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
宇
宙
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
自
覚
は
、
ま
さ
に
琉
伽
行
者
た
ち
の
目
指
し
た
人
間
そ
の
も
の

の
追
究
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
西
洋
の
人
々

が
東
洋
の
精
神
に
触
れ
て
、
東
洋
と
か
西
洋
と
か
の
区
別
を
超
え

て
、
歴
史
的
必
然
性
と
し
て
、
人
間
の
本
質
に
根
ざ
し
た
在
り
方

に
気
付
き
、
そ
の
こ
と
に
価
値
を
見
出
し
始
め
た
と
考
え
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
取
り
上
げ
て
き
た
よ
う
な
種
々
の
問
題

提
起
は
、
本
来
、
我
々
仏
教
徒
が
理
論
構
築
し
て
、
内
外
の
研
究

者
や
実
務
家
に
提
示
す
べ
き
課
題
の
筈
で
あ
る
。
こ
の
役
割
を
我

々
が
等
閑
視
し
て
い
る
間
に
、
逆
に
必
ず
し
も
仏
教
徒
と
は
言
え

な
い
外
国
の
人
食
か
ら
、
精
神
医
学
や
心
理
療
法
、
更
に
は
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
お
け
る
仏
教
理
念
活
用
の
必
要
性
を
指
摘
さ
れ

た
こ
と
は
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

本
学
が
仏
教
的
教
育
と
仏
教
学
研
究
の
最
高
学
府
を
目
指
す
大

学
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
応
用
仏
教
学
や
仏
教
の
実
践
的

在
り
方
の
研
究
か
ら
決
し
て
目
を
背
け
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
、
本
学
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
研
究
も
仏
教
学
の
一
分

野
と
し
て
認
め
ら
れ
る
日
の
来
る
こ
と
を
待
ち
望
む
も
の
で
あ
る
。
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