
最
近
、
本
書
を
含
め
て
原
始
佛
教
関
係
の
研
究
吉
が
あ
い
つ
い
で
朏
版

さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ひ
と
り
原
始
佛
教
学
研
究
者
の
み
な
ら
ず
、
ひ

ろ
く
伽
教
学
研
究
者
に
と
っ
て
、
大
い
な
る
慶
側
と
す
べ
き
こ
と
で
あ
る

』
「
ノ
Ｏ

東
京
大
学
助
教
授
、
早
島
鏡
正
博
士
の
著
に
な
る
本
吉
「
初
期
佛
教
と

社
会
生
活
」
（
学
位
前
文
を
含
む
）
は
、
こ
う
し
た
諸
研
究
書
の
中
で
も

独
得
な
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
従
来
の
原
始
佛
教

研
究
は
、
阿
含
部
等
の
佛
教
側
の
資
料
の
言
語
学
的
・
文
献
学
的
研
究
を

も
っ
て
、
そ
の
方
法
と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
早
島
博
士
は
、
従
来
の

研
究
方
法
か
ら
更
に
そ
の
観
点
を
ひ
ろ
め
て
、
佛
教
が
発
展
し
た
そ
の
基

盤
、
即
ち
、
イ
ン
ド
の
社
会
的
・
文
化
的
条
件
や
自
然
・
風
土
的
条
件
を

重
視
し
て
、
ｎ
己
の
研
究
方
法
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

早
島
鏡
正
著

「
初
期
佛
教
と
社
会
生
活
」

二二

_'一

八

淵

1111

信

以
上
の
よ
う
な
著
者
の
研
究
態
度
の
も
と
に
本
書
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
が
、
七
編
・
七
三
○
頁
余
に
わ
た
る
著
書
な
の
で
、
各
編
ご
と
に
、
本

書
の
内
容
の
大
略
を
示
し
つ
つ
私
感
を
加
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

第
１
編
原
始
佛
教
に
お
け
る
臥
坐
所
の
研
究

元
来
、
実
践
修
行
を
帥
れ
た
教
肌
は
あ
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
出
家
修
行
な
い
し
サ
ン
ガ
の
生
活
を
無
祝
し
て
は
、
四
聖
諦
・

八
聖
道
・
三
法
印
等
の
説
明
・
解
釈
は
不
充
分
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

著
者
の
研
究
目
的
は
、
「
原
始
佛
教
、
な
か
ん
ず
く
、
佛
教
の
肢
初
期
に

お
け
る
川
家
修
行
生
活
が
自
然
・
風
土
的
環
境
と
ど
の
よ
う
に
Ⅲ
聯
し
て

営
ま
れ
、
そ
し
て
変
遷
し
て
行
っ
た
の
か
、
更
に
弟
子
達
に
よ
っ
て
解
脱
・

浬
繋
の
宗
教
的
境
地
が
如
何
に
体
得
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
見
た
と
一
」

と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
修
行
者
の
住
居
・
修
行
場
所
と
し
て

の
臥
坐
所
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
変
遷
を
辿
る
こ
と
の
な
か
に
お
い
て
、
出

家
者
の
生
活
や
臥
碓
所
で
修
習
さ
れ
る
修
行
内
容
及
び
、
教
即
の
発
達
面

と
を
明
確
に
し
よ
う
と
企
側
す
る
。

さ
て
、
臥
坐
所
の
稗
類
と
し
て
は
、
ウ
・
〈
’
一
シ
ャ
ッ
ド
以
来
宗
教
的
瞑

想
に
ふ
け
る
場
所
と
し
て
森
・
林
・
樹
下
・
洞
窟
等
や
、
屋
根
等
の
な
い

露
地
と
か
、
塚
問
・
基
地
等
の
平
地
の
臥
坐
所
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
夫
盈

イ
ン
ド
の
自
然
的
諸
条
件
に
よ
り
佛
教
の
出
家
者
も
、
一
般
の
宗
教
者
の

生
活
と
決
し
て
異
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
更
に
後
世
で
は
当
然
と
さ
れ

た
ア
ー
ラ
ー
マ
（
園
）
や
ヴ
ィ
〈
ｌ
ラ
（
精
舎
）
の
概
念
も
、
初
期
の
時

代
か
ら
後
世
に
か
け
て
大
分
変
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ヴ
ィ
ハ
ー
ラ
は

初
期
に
は
修
行
者
の
禅
定
修
習
を
満
す
目
的
上
、
最
少
限
度
の
雨
露
を
し
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の
ぐ
程
度
の
す
こ
ぶ
る
簡
素
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
修
行
者
の
生
活
も
釈
尊
在
世
の
時
代
に
於
い
て
す
ら
時
代
的
変

遷
を
し
て
い
る
か
ら
、
佛
滅
後
は
サ
ン
ガ
拡
大
等
の
諸
条
件
も
加
わ
っ
て

か
な
り
の
変
化
を
し
て
い
る
。
独
住
の
よ
う
な
簡
素
な
孤
独
者
と
し
て
の

生
活
や
禅
思
等
の
心
統
一
も
イ
ン
ド
共
通
な
面
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、

佛
教
の
出
家
者
に
と
っ
て
は
こ
の
よ
う
な
独
住
等
の
方
法
は
単
な
る
媒
介

手
段
で
あ
っ
て
、
そ
の
本
筋
は
〈
法
〉
の
実
践
を
ひ
た
す
ら
自
己
の
う
ち

に
お
い
て
見
い
冊
す
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
自
己
の
身
心
環
境

を
如
実
に
把
握
し
て
真
実
の
生
き
方
を
体
得
す
る
、
と
い
う
釈
尊
の
合
理

主
義
・
実
践
倫
皿
の
立
場
に
精
進
し
て
到
達
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
覚
者

ブ
ッ
ダ
と
な
っ
た
釈
尊
が
〈
な
す
べ
き
こ
と
の
す
で
に
な
さ
れ
た
人
〉
で

あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
成
道
後
三
ヶ
月
の
独
坐
の
思
惟
に
入
ら
れ
た

が
、
そ
れ
は
、
実
に
全
知
者
と
な
っ
て
も
修
習
へ
の
精
進
を
離
れ
ぬ
と
い

う
精
進
論
者
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。

初
期
の
佛
教
に
お
い
て
出
家
者
の
生
活
を
規
定
す
る
基
本
と
し
て
示
さ

れ
た
頭
陀
支
は
、
釈
尊
に
お
い
て
は
出
家
者
の
生
活
を
そ
の
ま
ま
宗
教
的

最
高
の
境
地
、
即
ち
解
脱
に
連
続
せ
し
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

外
形
的
に
は
何
ら
の
苦
行
主
義
的
色
彩
を
帯
び
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
頭
陀
支
は
釈
尊
及
び
佛
弟
子
に
と
っ
て
根
本
的
な
生

活
法
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
初
期
佛
教
の
簡
素
な
生
活
か
ら
、

富
裕
階
級
の
外
謹
を
う
け
て
強
大
に
な
っ
た
上
座
部
佛
教
の
糖
舎
生
活
へ

と
移
行
す
る
と
、
当
然
出
家
者
の
修
行
面
に
変
化
が
生
じ
て
来
る
。
そ
れ

を
著
者
は
、
外
面
的
（
教
団
史
・
具
体
的
生
活
規
定
等
）
と
内
面
的
（
禅

定
・
解
脱
等
に
関
す
る
教
理
的
面
）
と
の
二
つ
が
相
互
に
媒
介
し
合
っ
て

第
２
編
セ
イ
ロ
ン
上
座
部
佛
教
と
臥
坐
所
の
変
遷

佛
教
が
伝
来
さ
れ
た
紀
元
前
三
世
紀
中
頃
以
降
、
セ
イ
ロ
ン
は
二
○
世

紀
の
現
在
に
至
る
ま
で
種
々
な
国
内
的
変
化
を
経
験
し
て
き
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
歴
史
を
も
つ
セ
イ
ロ
ン
は
、
そ
の
自
然
的
・
地
理
的
条
件
や
風

土
的
条
件
に
お
い
て
イ
ン
ド
に
類
似
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
人
種

的
に
も
、
文
化
的
に
も
非
常
に
イ
ン
ド
と
接
近
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
類

似
面
か
ら
、
セ
イ
ロ
ン
は
イ
ン
ド
の
縮
図
で
あ
る
と
さ
え
云
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
諸
条
件
を
も
つ
セ
イ
ロ
ン
に
、
原
始
佛
教
以
来
の
一
部
派
、

即
ち
、
上
座
部
佛
教
が
確
立
さ
れ
忠
実
に
伝
承
さ
れ
て
来
て
い
る
。
そ
し

て
今
日
で
は
、
世
界
に
お
け
る
上
座
祁
佛
教
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
著
者
は
、
こ
の
セ
イ
ロ
ン
上
座
部
佛
教
の
Ⅲ
然
的
・
風
土
的
性

格
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
少
し
で
も
原
始
佛
教
の
自
然
的
・
風

土
的
性
格
を
現
在
の
我
右
に
と
っ
て
感
党
し
実
証
し
得
る
有
力
な
手
掛
り

と
な
る
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
第
二
紺
に
お
い
て
、
実
に
詳
細
に
論
述

す
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
初
め
に
、
著
者
は
未
川
な
望
目
巴
①
甑
①
文
化
を
持
つ
Ｆ
目
園
島

即
ち
セ
イ
ロ
ン
に
如
何
に
し
て
イ
ン
ド
文
化
が
根
を
お
ろ
し
た
か
、
そ
し

て
、
特
に
佛
教
が
ど
の
よ
う
に
し
て
広
ま
っ
て
行
っ
た
か
を
自
然
的
条
件

等
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
方
法
論
は
、
実
に
妥
当
な
、
そ
し
て

実
に
明
解
な
方
法
論
で
あ
る
。

さ
て
、
出
家
の
本
旨
は
、
少
く
と
も
あ
ら
ゆ
る
障
砿
と
わ
づ
ら
わ
し
さ

と
を
離
れ
、
最
低
限
度
の
生
活
（
少
欲
知
足
）
を
な
す
こ
と
に
あ
っ
た
。

生
ず
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
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し
か
し
な
が
ら
、
サ
ン
ガ
の
拡
大
に
よ
っ
て
そ
の
主
要
素
の
一
つ
で
あ
る

臥
坐
所
に
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
当
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
た
臥
坐
所
の
変
化
が
次
第
に
寺
院
の
形
態
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た

の
で
あ
る
。
そ
の
セ
イ
ロ
ン
に
お
け
る
代
表
的
な
寺
院
と
し
て
は
、
古

郡
隆
ロ
日
目
冨
冒
国
に
建
設
さ
れ
た
冨
巴
〕
ツ
ー
曽
司
少
」
し
ｇ
身
四
幅
営
臼
‐

罰
国
」
嵜
冨
く
い
冒
四
乱
闘
国
の
三
寺
院
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
等
三
寺
院

は
、
約
一
○
○
○
年
の
間
、
こ
の
国
の
佛
教
界
を
指
導
し
て
い
っ
た
。

と
こ
ろ
で
筥
農
罫
‐
弓
卸
色
は
セ
イ
ロ
ン
に
仙
教
を
初
伍
し
た
冨
巴
〕
旨
目

（
際
○
冨
朏
Ｓ
州
一
画
．
ｏ
四
四
１
９
巴
に
与
え
ら
れ
た
日
切
勘
勵
日
四
の

発
展
し
た
も
の
で
、
上
座
部
佛
教
の
分
別
説
部
（
ご
号
冒
言
動
（
盲
）
の
立

場
を
曜
持
し
た
保
守
派
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
し
ｇ
身
紺
胃
ブ
ー
旨
剖
“
は
、

冒
煙
鼠
昌
罰
３
創
建
後
約
二
○
○
年
頃
、
戒
律
上
の
解
釈
相
違
に
よ
り
分

立
し
た
寺
で
、
た
え
ず
新
し
い
学
説
を
う
け
入
れ
、
自
由
な
佛
教
研
究
を

そ
の
態
度
と
し
た
。
よ
っ
て
極
諭
す
れ
ば
、
イ
ン
ド
と
セ
イ
ロ
ン
と
の
文

化
交
流
は
、
シ
ご
〕
亀
紺
日
ａ
副
国
の
擢
衷
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
と

云
う
こ
と
も
な
り
た
つ
の
で
あ
る
。

さ
て
昌
四
罰
暑
目
Ｐ
３
に
は
団
員
再
三
紺
ご
○
閏
を
は
じ
め
剣
尉
魚
汽
Ｐ

国
且
号
且
鼻
冨
ゞ
ご
冒
昌
目
”
葛
旨
等
が
住
寺
し
た
。
特
に
五
世
紀
前
半

の
国
二
巨
富
響
○
ｍ
四
は
『
清
浄
道
諭
（
臼
曽
呂
言
冒
曾
閥
曾
こ
を
書
い
て

分
別
説
部
の
教
義
を
祖
述
し
た
。
（
こ
の
書
を
筆
頭
に
、
豈
昌
劃
ゞ
旨
卸
曾

は
経
典
翻
訳
史
上
、
二
大
功
績
を
あ
げ
て
い
る
。
一
つ
は
、
紀
元
前
一
世

紀
後
半
に
そ
れ
ま
で
口
伝
さ
れ
て
い
た
経
典
を
、
シ
ン
〈
リ
ー
ズ
語
に
書

写
し
た
こ
と
、
他
の
一
つ
は
、
団
巨
＆
冒
瞥
○
ぃ
沙
に
よ
り
、
当
寺
所
伝
の

三
蔵
に
関
す
る
文
献
が
・
ハ
ー
リ
語
で
撰
述
さ
れ
た
こ
と
、
〕
）

団
員
三
一
一
Ｐ
警
○
め
Ｐ
の
活
躍
よ
り
以
前
、
《
吾
言
冒
四
討
茸
三
劃
．
雪
の
影
響

を
う
け
た
国
穏
武
躬
色
色
・
ｌ
い
・
・
）
は
「
解
脱
道
諭
つ
割
目
二
言
昌
揖
悪
）
』

を
書
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
保
守
的
な
冒
幽
罰
昌
勧
昌
と
進
歩
的
な
こ
）
冒
冒
噌
昌
‐

且
罰
３
と
で
は
そ
の
寺
院
境
内
描
成
に
多
少
の
相
異
が
み
ら
れ
る
が
、
共

通
な
こ
と
は
、
粘
稗
内
が
聖
域
と
み
な
さ
れ
、
非
宗
教
的
な
も
の
、
不
正

な
も
の
は
す
べ
て
斥
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
な
に
も
こ
の
二

ヶ
寺
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
呪
在
の
ヒ
ン
ヅ
ゥ
ー
教
等
の
寺
院

に
も
当
然
と
し
て
認
め
ら
れ
る
一
」
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
我
岡
の
現

在
の
一
般
的
な
寺
院
の
あ
り
か
た
と
は
、
雲
泥
の
差
で
あ
る
が
、
単
に
南

北
町
佛
教
の
州
逮
と
し
て
か
た
づ
け
ら
れ
な
い
間
迦
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
３
編
原
始
佛
教
に
お
け
る
観
法
と
さ
と
り
の
系
譜

真
皿
に
め
ざ
め
真
理
を
党
証
す
る
基
辮
と
し
て
、
我
左
は
佛
教
に
お
け

る
信
の
構
造
を
探
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
著
者
は
信
を
大
別
し
て
①
州
信

（
蟹
目
罰
）
、
②
浄
信
弓
騨
融
〔
三
秒
）
、
③
解
信
（
シ
号
目
匡
甚
）
の
三
種

に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
特
質
を
あ
げ
つ
つ
、
聞
信
は
聞
い
て
信
ず
る
こ
と
で

あ
る
と
云
う
。
こ
こ
で
は
釈
尊
の
意
味
す
る
信
仰
が
究
極
の
目
的
に
つ
な

が
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
聞
信
の
も
つ
意
義
は
出
家
・
在
家
を
通
じ
て
極

め
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
亜
祝
し
、
浄
信
は
、
疑
い
は
れ
た
浦

浄
な
る
心
の
境
地
を
指
す
と
と
も
に
、
疑
い
は
ら
し
め
た
も
の
に
対
し
て

喜
び
の
あ
ま
り
自
己
を
ま
か
せ
る
と
い
う
態
度
を
あ
ら
わ
す
語
で
あ
る
と

す
る
。
最
後
の
解
信
は
、
〈
心
を
傾
け
る
〉
意
味
か
ら
〈
信
仰
を
抱
く
〉

即
ち
〈
解
信
す
る
〉
の
意
味
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
と
云
い
、
疑
い
は
れ
た
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解
信
の
心
境
は
不
動
の
心
解
脱
に
勝
進
す
る
か
ら
、
臂
一
三
日
口
目
は
、

冨
日
屋
昏
と
同
様
に
み
ら
れ
る
、
云
々
と
。

い
づ
れ
に
せ
よ
原
始
佛
教
聖
典
中
の
〈
信
〉
は
、
釈
尊
を
現
見
し
、
そ

の
肉
声
を
聞
き
、
そ
の
人
格
的
感
化
に
浴
し
た
人
灸
の
心
中
に
生
ず
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
は
、
内
に
金
剛
の
ご
と
き
不
壊
不
動
の
心
を

持
し
、
外
に
向
っ
て
は
真
理
に
生
る
歓
喜
の
態
度
を
あ
ら
わ
す
即
ち
実
践

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
実
践
方
法
が
共
体
的
に
は
四
不
壊
浄

と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

佛
教
の
本
質
で
は
、
信
仰
・
実
践
に
無
関
係
な
理
論
・
論
議
は
空
理
空

論
に
し
て
戯
諭
で
あ
る
か
ら
、
真
理
の
実
践
に
与
る
に
は
、
智
慧
を
修
習

す
る
こ
と
、
つ
ま
り
真
理
に
対
す
る
智
慧
の
獲
得
、
換
言
す
れ
ば
縁
起
の

理
法
を
さ
と
る
は
た
ら
き
を
自
己
に
修
習
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。

原
始
佛
教
経
典
中
、
無
明
や
煩
悩
の
断
・
雛
・
緋
・
滅
等
の
言
葉
が
使

用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
等
の
表
現
は
、
実
は
〈
超
え
る
〉
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
と
し
て
、
著
者
は
次
の
如
く
説
明
す
る
。

「
無
明
や
煩
悩
の
断
と
か
減
と
は
、
全
く
な
く
な
っ
た
と
云
う
こ
と
で

は
な
く
、
そ
れ
等
を
超
え
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
越
え
た
、
即
ち
そ
れ
に
と

ら
わ
れ
な
く
な
っ
た
境
地
が
寂
静
の
浬
樂
の
す
が
た
で
あ
る
と
云
う
こ
と

で
あ
る
。
苦
が
減
せ
ら
れ
楽
が
得
ら
れ
る
と
云
う
の
で
は
な
く
、
苦
が
苦

で
な
く
な
り
苦
の
存
在
そ
の
ま
ま
が
自
己
に
と
っ
て
楽
へ
の
転
成
と
な
る

と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
正
し
く
観
察
す
る
縁
起
の

理
法
が
正
し
く
了
解
さ
れ
た
時
、
無
知
が
真
理
の
知
に
転
ぜ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
の
時
あ
ら
ゆ
る
束
縛
か
ら
の
解
脱
が
あ
り
、
そ
の
境
地
は
不
動

で
あ
り
、
安
ら
ぎ
（
１
浬
巣
）
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
」
…
と
。

セ
イ
ロ
ン
佛
教
に
お
け
る
最
高
権
威
の
諭
書
と
仰
が
れ
て
い
る
『
清
浄

道
諭
』
に
よ
る
と
、
観
法
の
基
本
は
、
随
観
（
皆
三
］
冨
朋
“
国
）
に
在
る

と
し
て
、
そ
の
性
格
を
概
観
す
る
一
」
と
に
よ
っ
て
原
始
佛
教
に
お
け
る
真

理
観
の
一
基
礎
を
そ
こ
に
見
出
そ
う
と
す
る
。
著
者
は
そ
の
確
証
と
し
て

習
茸
騨
昌
宮
冨
の
二
極
随
観
経
（
口
討
昌
蔦
昌
弓
鼠
の
閏
国
開
員
３
》
弓
目
如
．

畳
）
陰
＄
ｌ
）
を
引
用
し
て
、
や
は
り
こ
こ
に
お
い
て
も
生
・
減
二
種
の
随
観

が
基
調
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
結
論
と
し
て
「
随
観
冒
旨
冨
ｍ
閏
．
酉

と
は
、
観
慧
劃
園
鞭
函
二
目
卦
副
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
観
力
国
冨
轆
、
鯵
Ⅱ

．
弓
巴
騨
で
あ
っ
て
、
禅
定
に
お
け
る
心
統
一
の
鋭
利
な
る
心
作
用
が
、

随
観
者
を
し
て
般
若
の
智
慧
力
を
修
習
せ
し
め
、
諸
法
の
正
観
す
な
わ
ち

真
理
観
の
獲
得
に
至
ら
し
め
る
も
の
て
あ
る
」
と
結
び
、
次
の
第
４
章
、

空
住
と
空
観
に
お
い
て
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
佛
教
の
空
思
想
が
い
か
に
し
て
表
現
さ
れ
だ
し
た
か
が
説

示
さ
れ
て
い
る
。
原
始
佛
教
に
お
い
て
、
出
家
と
は
、
経
済
生
活
の
放
棄
を

意
味
す
る
無
家
履
口
凹
矧
３
）
で
あ
る
が
故
に
、
世
俗
の
世
界
を
離
れ
た
森

林
露
地
等
の
自
然
界
の
閑
静
処
に
生
活
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
そ

こ
は
、
空
屋
或
は
空
舎
筋
目
副
掛
目
○
吋
普
引
猪
呂
秒
）
で
あ
り
、
そ

う
し
た
状
態
に
住
す
る
こ
と
が
空
住
（
曾
引
凹
副
一
曽
即
②
）
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
空
屋
に
住
す
る
の
は
、
そ
の
修
行
に
よ
っ
て
煩
悩
を
断
じ
心
統

一
の
結
果
と
し
て
の
心
解
脱
の
境
地
を
得
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
目
的
が
あ

っ
た
。
即
ち
、
〈
一
切
の
執
着
を
離
れ
空
の
境
地
に
達
せ
ん
が
為
〉
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
空
屋
住
は
最
適
の
修
行
形
態
で
も
あ
り
、
空
性
の
把
握
を

目
指
す
空
住
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

解
脱
道
の
過
程
に
お
い
て
、
瞑
想
の
修
禅
に
い
そ
し
む
出
家
者
の
生
活
と
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い
う
〈
住
〉
と
、
解
脱
証
悟
の
心
理
的
境
地
の
〈
住
〉
と
の
二
つ
が
、
空
住

の
〈
住
〉
を
形
成
し
て
、
以
っ
て
解
脱
道
は
、
日
常
実
践
の
中
に
実
現
さ

れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
原
始
佛
教
で
は
見
て
い
た
。
佛
教
の
観
法
の
一
つ

で
あ
る
空
観
が
、
単
に
観
念
的
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
イ
ン

ド
の
自
然
・
風
土
的
条
件
を
基
底
と
し
て
育
っ
た
真
理
観
で
あ
る
こ
と
が

以
上
の
事
情
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
得
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
原
始
佛
教
に

お
い
て
、
〈
空
〉
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
留
芹
沙
昌
忌
菌
の
最
古
層
の
詩

句
《
世
界
を
空
な
り
と
観
ぜ
よ
（
Ｉ
あ
り
の
ま
ま
に
諸
行
を
見
る
こ
と
Ⅱ

縁
起
を
さ
と
る
こ
と
・
）
、
ロ
副
鼻
○
百
百
目
色
ぐ
鳥
〆
冨
鵲
ロ
》
が
必
ず
引

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
原
始
佛
教
の
空
観
は
、
空

住
に
お
い
て
発
達
し
た
。
即
ち
、
無
限
の
否
定
が
無
限
に
生
か
す
も
の
を

も
つ
、
と
云
う
空
が
修
行
生
活
の
全
般
を
通
じ
て
、
修
行
者
等
に
身
証
さ

れ
つ
つ
あ
っ
た
の
が
原
始
佛
教
の
空
で
あ
っ
た
。
著
者
は
こ
う
し
た
空
経

の
代
表
的
経
典
と
し
て
、
『
空
の
小
経
如
９
百
‐
呂
引
騨
菌
出
口
＃
こ
と
「
空

の
大
経
ら
旨
鼠
の
匡
引
四
国
‐
印
具
３
』
を
あ
げ
て
、
大
乗
の
空
経
も
こ
れ
等

と
同
一
線
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
、
そ
の
故
に
空
観
が
大
乗
に
な
っ
て
発

達
し
た
と
見
な
す
の
は
早
計
で
あ
る
、
と
云
う
の
で
あ
る
。

さ
て
著
者
は
、
第
５
章
に
ブ
ヅ
ダ
の
真
理
観
と
ア
メ
リ
カ
哲
学
を
述
・
へ
↑

〈
ワ
イ
大
学
刊
行
季
刊
雑
誌
弓
巨
］
ｏ
ｍ
ｏ
嘗
罵
両
騨
黒
四
目
言
①
鼻
（
忌
日
．

○
月
）
所
載
の
目
．
国
．
Ｆ
，
勺
肖
唾
○
口
”
の
佛
教
批
評
が
、
あ
ま
り
に
も
軽

卒
な
面
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
そ
の
責
任
は
我
々
大
乗
佛
教
の

流
れ
に
立
っ
者
に
あ
る
、
と
強
く
反
宿
し
、
か
つ
、
磐
鈍
と
し
て
い
る
。

第
４
編
不
浄
観
の
意
義
と
そ
の
修
習

第
５
編
ミ
リ
ン
ダ
パ
ン
ハ
－
の
佛
陀
観

ｌ
大
乗
佛
教
興
起
時
代
に
お
け
る

上
座
祁
救
川
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
ｌ

対
話
形
式
を
と
る
ミ
リ
ン
ダ
パ
ン
ハ
ー
は
、
佛
教
教
理
や
佛
教
教
団
の

生
活
に
関
す
る
問
題
を
網
羅
し
て
、
何
人
に
も
活
気
あ
る
問
題
意
識
を
与

え
て
く
れ
る
。
そ
の
究
明
態
度
が
佛
教
内
で
の
我
田
引
水
的
解
釈
に
よ
る

も
の
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
的
思
惟
の
ミ
リ
ン
ダ
王
に
納
得
で
き
る
よ
う

な
説
明
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
の
経
の
合
理
性
と
当
時
の
上
座

部
教
団
の
諸
性
格
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

大
乗
佛
教
で
強
調
さ
れ
る
常
・
楽
・
我
・
浄
の
浬
盤
の
風
光
は
、
原
始

俳
教
以
来
の
観
怯
の
実
修
を
背
景
と
し
、
基
稚
と
し
て
う
ち
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
常
楽
我
浄
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
無
常
・
苦
・
無

我
・
不
浄
の
四
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
四
想
が
、
印
昌
副
よ
り
菅
昌
‐

忌
め
の
四
口
色
と
し
て
内
観
さ
れ
る
と
き
、
夫
有
無
常
観
・
苦
観
・
無
我

観
・
不
浄
観
と
云
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
貧
欲
の
煩
悩
を
減
す
る
観

法
で
あ
る
不
浄
観
を
と
り
あ
げ
て
、
修
禅
に
お
け
る
身
心
平
等
の
准
得
の

第
一
歩
で
あ
る
こ
と
を
、
「
清
浄
道
諭
」
等
の
修
習
法
を
通
し
て
論
究
し

最
後
に
出
家
・
在
家
の
生
活
と
不
浄
観
修
習
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
即
ち

修
行
者
に
と
っ
て
、
身
体
の
あ
ら
ゆ
る
執
着
を
断
つ
た
め
の
不
浄
観
が
、

禅
定
心
の
平
静
を
得
る
た
め
の
身
心
の
調
節
た
る
数
息
観
と
共
に
基
本
的

観
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
生
命
軽
視
の
現
代
瓜
潮
に

と
っ
て
最
も
必
要
な
も
の
が
、
こ
の
不
浄
観
の
修
習
で
は
な
か
ろ
う
か
、

と
強
く
訴
え
て
い
る
。
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王
の
問
に
対
す
る
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
長
老
の
解
答
の
中
に
は
、
釈
尊
に
対

す
る
諸
種
の
呼
称
を
は
じ
め
、
讃
佛
の
度
合
等
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
又
、

そ
の
背
景
に
は
、
サ
ン
ガ
全
体
に
か
か
わ
る
間
迦
が
い
か
に
強
力
に
働
い

て
い
る
か
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
は
、
輪
廻
や
無

我
説
に
対
す
る
論
究
や
釈
尊
の
実
在
性
等
の
根
本
的
問
題
も
含
ま
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
本
書
に
見
ら
れ
る
佛
陀
観
は
、
あ
く
ま
で
も
現
身
の
↑
コ
ー

タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
に
そ
の
帰
依
を
お
く
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
い
滅
後
の
上

座
部
教
団
に
お
い
て
、
釈
尊
を
絶
対
神
聖
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事
実
や

大
乗
佛
教
に
お
い
て
、
報
身
・
法
身
思
想
を
産
み
だ
す
よ
う
に
な
っ
た
事

実
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
等
は
共
に
、
釈
尊
時
代
の
伽
弟
子
達
が
人
間
コ
ー

タ
マ
の
人
格
に
ふ
れ
て
讃
仰
し
た
、
と
云
う
一
線
上
か
ら
は
づ
れ
る
も
の

で
は
な
い
。

と
に
か
く
こ
う
し
た
佛
に
対
す
る
帰
依
の
念
か
ら
、
法
・
僧
伽
に
対
す

る
帰
依
の
念
、
即
ち
三
帰
依
が
、
信
仰
を
祇
子
と
し
て
形
成
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。

第
６
編
上
座
部
教
団
に
お
け
る
出
家
と
在
家
の
立
場

佛
教
に
お
け
る
信
の
表
明
は
、
三
宝
帰
依
の
態
度
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。

と
く
に
釈
尊
在
世
時
代
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
出
家
・
在
家
共
に
ひ
と
し

く
釈
尊
の
人
格
を
中
心
に
集
ま
り
、
そ
の
説
法
に
直
接
ふ
れ
る
声
聞
の
佛

教
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
又
、
サ
ン
ガ
の
形
成
と
拡
大
は
、
直
接
的
に
は
釈

尊
の
人
格
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
〈
在
家
生
活
よ
り

も
出
家
生
活
が
尊
重
さ
れ
た
時
代
相
〉
に
影
響
さ
れ
て
い
る
と
も
云
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
出
家
・
在
家
の
二
つ
の
立
場
の
分
立
は
、
当
時
の
イ
ン

ド
の
時
代
相
は
勿
論
、
自
然
・
風
土
的
環
境
等
の
諸
条
件
を
そ
の
外
因
と

し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
釈
尊
以
来
、
正
法
謹
持
の
粘
神
が
、
出
家
と
在
家
の

実
践
の
展
開
場
面
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
来
た
か
を
探

ろ
う
と
し
て
著
者
は
、
一
・
ス
ッ
タ
ニ
・
〈
－
夕
」
を
中
心
と
す
る
釈
尊
在
世

時
代
の
教
団
と
、
「
ミ
リ
ン
ダ
。
〈
ン
〈
Ｉ
」
を
中
心
と
し
た
滅
後
の
上
座

部
教
団
と
を
、
川
家
と
在
家
の
二
立
場
か
ら
比
較
す
る
の
で
あ
る
。

声
聞
（
圏
ぐ
騨
冨
）
が
小
乗
の
出
家
修
行
者
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
後
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
釈
尊
時
代
の
声
聞
と
は

釈
尊
の
説
法
を
聞
く
た
め
に
集
ま
っ
た
人
令
即
ち
出
家
・
在
家
者
は
勿

論
、
異
学
徒
や
在
俗
者
を
も
含
め
て
〈
教
説
を
聞
く
人
〉
の
意
味
で
圏
昇
国
富

が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
三
宝
帰
依
や
五
戒
受
持
等
に
則
っ
た
生
活

は
、
在
家
者
で
あ
り
な
が
ら
真
理
に
か
な
う
生
活
を
営
む
こ
と
に
な
る
か

ら
、
出
家
者
と
在
家
者
の
間
に
は
、
本
質
的
相
違
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で

あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
初
期
サ
ン
ガ
構
成
の
中
に
、
出
家
者
と
在
家
者
を
含
ま
し
め

た
理
由
の
一
つ
は
、
〈
万
人
に
開
説
さ
れ
た
真
理
の
実
践
〉
と
云
う
こ
と

に
あ
る
か
ら
、
そ
の
実
践
に
は
、
優
劣
は
考
え
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば

〈
一
味
平
等
の
法
味
に
生
き
る
こ
と
〉
が
サ
ン
ガ
の
本
旨
で
あ
っ
た
か
ら
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
出
家
修
行
者
は
、
一
般
宗
教
修
行
者
達
と
同

じ
よ
う
な
自
然
的
・
社
会
的
状
況
下
で
修
行
し
て
居
た
よ
う
て
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
《
あ
た
か
も
空
飛
ぶ
青
頸
の
孔
雀
が
ど
う
し
て
も
白
鳥
の
速
さ

に
及
ば
な
い
よ
う
に
、
在
家
者
は
世
に
遠
ざ
か
っ
て
林
の
中
で
瞑
想
す
る

聖
者
・
修
行
者
に
及
ば
な
い
。
（
ｇ
侭
こ
》
と
云
う
偶
が
あ
る
の
は
、
出
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家
者
は
在
家
者
以
上
に
実
践
を
強
調
す
べ
き
で
あ
る
、
と
云
う
意
味
を
強

調
さ
す
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

イ
ン
ド
的
思
惟
と
ギ
リ
シ
ア
的
思
惟
の
対
決
と
云
わ
れ
る
『
ミ
リ
ン
ダ

・
ハ
ン
〈
－
』
は
、
佛
滅
後
の
上
座
部
教
団
の
有
す
る
諸
問
題
を
解
明
し
て

い
る
。
こ
の
事
実
を
重
視
し
た
著
者
は
、
四
章
に
わ
た
っ
て
出
家
者
が
優

位
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。

布
施
に
よ
っ
て
准
得
さ
れ
る
究
極
的
目
的
は
、
全
知
者
の
智
慧
で
あ
る
。

即
ち
、
全
て
を
知
る
智
慧
者
と
な
る
た
め
（
蟹
ｇ
Ｐ
引
貝
騨
副
ロ
儲
、
騨
胃
言
）

に
無
私
無
欲
の
布
施
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
例
え

ば
、
自
分
の
財
産
・
生
命
は
勿
論
、
最
愛
の
妾
子
を
も
布
施
す
る
こ
と
、

と
云
う
。
こ
の
よ
う
に
布
施
を
最
重
祝
す
る
の
が
上
座
部
佛
教
の
布
施
観

て
あ
る
。
釈
尊
へ
の
布
施
は
、
即
サ
ン
ガ
の
立
場
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
サ
ン
ガ
ヘ
の
無
私
無
欲
の
布
施
が
す
す
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
す
れ
ば
、
布
施
者
自
身
が
布
施
の
果
報
を
礎
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

つ
ま
り
自
業
自
得
の
原
理
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
出
家

者
の
本
務
が
修
行
に
専
念
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
在
家
者
の
本

務
は
布
施
・
供
養
を
捧
げ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
出
家
者
は
、
そ
の
修
行
内
容
等
に
よ
っ
て
種
々
な
呼
称
が
あ
る
。

そ
れ
を
著
者
は
、
十
四
種
も
の
類
別
を
あ
げ
つ
つ
、
出
家
者
優
位
の
論
拠

を
た
て
る
。

た
だ
こ
う
し
た
多
数
の
出
家
者
の
中
に
は
、
単
に
社
会
的
な
伝
統
的
圧

力
に
促
さ
れ
て
出
家
し
た
者
も
あ
っ
た
、
と
云
う
中
村
元
博
士
の
所
論
を

引
用
し
つ
つ
著
者
は
、
そ
の
背
景
に
は
イ
ン
ド
の
社
会
的
・
自
然
的
・
風

土
的
条
件
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

第
７
編
福
田
思
想
の
発
達
と
そ
の
意
義

釈
尊
の
説
法
教
化
は
四
姓
階
級
打
破
の
法
妓
で
あ
り
社
会
生
活
を
真
の

姿
に
お
い
て
意
義
づ
け
、
佛
法
を
支
え
と
し
た
平
等
和
合
へ
の
実
践
運
動

で
あ
っ
た
。
こ
の
四
姓
階
級
打
破
は
、
社
会
革
命
で
あ
る
と
同
時
に
、
精

神
革
命
で
あ
る
と
云
へ
よ
う
。
そ
の
基
に
な
っ
た
釈
尊
自
内
証
の
法
が
、

原
始
佛
教
、
大
乗
佛
教
へ
と
至
る
道
程
で
、
社
会
文
化
に
対
し
て
い
か
な

る
影
響
が
あ
っ
た
か
が
、
大
切
な
問
題
で
あ
る
と
し
て
著
者
は
そ
の
実
例

を
福
田
思
想
に
求
め
て
い
る
。

釈
尊
の
対
機
説
法
は
、
つ
ね
に
相
手
の
能
力
・
性
格
に
応
じ
て
い
た
が

こ
う
し
た
釈
尊
の
態
度
は
イ
ン
ド
の
本
来
的
な
要
素
で
あ
っ
た
〈
施
・
戒
．

生
天
諭
〉
を
も
漸
説
す
る
。
即
ち
、
世
間
的
な
善
・
相
対
的
な
幸
福
准
得

（
Ｉ
生
天
思
想
）
か
ら
真
実
に
し
て
絶
対
的
な
善
（
Ｉ
福
習
引
騨
）
即
ち

浬
樂
の
獲
得
に
め
ざ
め
し
め
る
方
法
を
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
前
提
の
も
と
で
著
者
は
、
福
田
の
語
義
等
を
あ
げ
、
そ
の
意
義
が

佛
棉
田
か
ら
僧
福
田
・
施
物
福
田
へ
と
変
化
し
た
理
由
と
し
て
、
二
点
を

と
に
か
く
、
極
盈
な
街
料
に
よ
っ
て
、
在
家
生
活
で
は
如
法
の
実
践
が

不
充
分
で
あ
る
と
云
う
要
素
の
存
在
か
ら
、
『
》
、
、
リ
ン
ダ
パ
ン
ハ
ー
」
に

示
さ
れ
た
上
座
部
教
団
の
定
義
は
、
〈
聖
者
は
、
在
家
者
に
非
ず
し
て
出

家
者
で
あ
り
、
几
・
聖
間
道
に
お
け
る
比
丘
は
、
い
か
な
る
在
家
信
者
よ

り
も
優
先
す
る
〉
こ
と
に
あ
る
と
み
る
。
と
同
時
に
、
釈
尊
の
四
十
五
年

に
わ
た
る
説
法
教
化
が
、
川
家
比
丘
に
対
し
て
、
真
理
を
把
持
し
そ
れ
を

伝
え
る
指
導
者
・
教
師
の
養
成
を
も
加
味
し
て
い
た
と
云
う
こ
と
か
ら
、

教
団
形
成
上
出
家
者
優
位
が
考
え
ら
れ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
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あ
げ
る
。

①
生
天
福
楽
思
想
と
布
施
と
の
関
係
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。

②
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
ダ
ル
マ
の
実
現
と
云
う
佛
教
思
想
に
う
ら
づ
け
ら
れ

た
統
治
政
策
に
よ
る
。

と
こ
ろ
で
、
〈
ダ
ル
マ
の
政
治
〉
は
、
印
・
中
・
日
と
三
国
に
お
い
て

も
見
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
そ
の
政
治
に
お
い
て
は
、
国
民
に
対
し
、
国
家

或
は
国
王
が
〈
債
務
の
返
還
〉
即
ち
〈
奉
仕
す
る
〉
と
云
う
態
度
で
表
現

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
か
か
る
態
度
で
な
さ
れ
た
布
施
（
Ｉ
施
物
禍
田
）

は
、
国
家
・
民
衆
共
に
共
通
の
大
き
な
福
徳
を
得
る
、
と
云
う
縁
起
史
観

に
立
脚
し
た
政
治
政
策
が
実
践
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
大
乗
佛
教
に
う
け
つ
が
れ
た
桶
川
思
想
は
、
菩
隣
行
の
主
要

徳
目
の
第
一
に
あ
げ
ら
れ
（
布
施
行
）
そ
の
実
践
面
を
強
調
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
布
施
（
特
に
菩
薩
行
と
し
て
の
布
施
）
は
、
三
輪
清
浄
を
そ
の

精
神
と
す
る
。
つ
ま
り
、
自
利
で
は
な
く
利
他
の
精
神
が
、
そ
の
根
本
に

存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
、
こ
の
福
田
思
想
の
実
践
例
は
、
日

本
佛
教
史
に
お
い
て
も
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
最
後
に
著

者
は
、
我
だ
の
心
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
。
「
た
だ
こ
こ
で
注
意
す
響
へ
き

は
、
佛
教
の
社
会
的
実
践
と
云
う
場
合
、
世
間
で
い
う
社
会
事
業
や
社
会

福
祉
と
本
質
的
に
異
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
略
；
・
・
・
そ
れ
は
、
ブ

ッ
ダ
の
教
え
を
自
他
と
も
に
信
じ
信
ぜ
し
め
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
、
ひ
ろ
い

意
味
で
の
さ
と
り
へ
の
実
践
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
。

以
上
、
各
編
に
わ
た
り
、
逐
次
そ
の
内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、
私
感
を
ま
じ

三

え
た
次
第
で
あ
る
。
そ
の
中
で
一
貫
し
て
云
え
る
こ
と
は
、
夫
々
の
綱
・

章
が
、
実
に
種
灸
な
観
点
か
ら
広
く
俳
教
の
周
辺
を
さ
ぐ
り
、
う
き
出
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
著
者
の
根
本
的
研
究
態
度
が
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

お
か
げ
で
、
非
常
に
興
味
ぶ
か
く
、
し
か
も
、
あ
り
が
た
く
読
ま
せ
て
も

ら
っ
た
。
特
に
、
本
書
の
成
立
が
、
著
者
の
恩
師
を
は
じ
め
、
諸
師
・
友

人
・
家
族
等
の
有
縁
の
方
為
の
援
助
に
よ
り
刊
行
さ
れ
「
た
だ
佛
恩
の
深

重
を
感
じ
る
の
み
」
と
云
う
謙
虚
な
態
度
は
、
日
常
自
分
を
見
失
い
か
ね

な
い
私
に
と
っ
て
教
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
著
者
が
生
天
思
想
を
論
ず
る
中
で
、
地
獄
の
異
名
を
あ
げ
て

い
る
が
、
そ
の
中
で
疑
問
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
〈
奈
落
〉

に
あ
て
は
め
て
あ
る
く
ぎ
昌
葛
３
〉
と
の
関
係
で
あ
る
。
意
味
の
上
か
ら

は
、
何
ら
異
義
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
〈
奈
落
〉
と
云
う
語
自
体
は
、

〈
ワ
品
唱
威
ン
汽
旨
５
割
Ｐ
》
ｚ
胃
亀
ｍ
〉
と
シ
ノ
ニ
ム
の
〈
ｚ
胃
四
丙
画
〉
の
音
写

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
若
し
〈
奈
落
〉
の
表
呪
を
使
う
の
で
あ
れ
ば

〈
ｚ
胃
沙
屍
四
〉
を
あ
て
は
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
又
〈
劃
昌
冨
冨
〉

を
用
い
る
た
め
な
ら
ば
別
な
表
現
、
す
な
わ
ち
〈
堕
処
・
極
難
処
・
険
雌

処
〉
の
類
の
訳
語
を
あ
て
は
め
る
ぺ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
二
、
三
の
誤
植
等
が
み
ら
れ
た
が
、
七
三
○
頁
あ
ま
り
の
書
物

に
も
な
る
と
、
こ
う
し
た
こ
と
が
生
ず
る
の
は
、
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ

る
の
か
も
知
れ
な
い
。

へ
昭
三
九
・
六
・
三
○
、
岩
波
書
店
、
三
○
○
○
円
）
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