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令
和
元
年
度 

学
位
請
求
論
文
（
課
程
博
士
）
要
旨 

 

森
鷗
外
と
仏
教 

大
正
大
学
大
学
院 

文
学
研
究
科 

国
文
学
専
攻 

岩
谷
泰
之 

 

本
論
文
は
森
鷗
外
と
仏
教
の
関
わ
り
に
焦
点
を
当
て
、
当
時
の
社
会
状
況
お
よ
び
鷗
外
の
実
生
活
を
踏

ま
え
、
そ
れ
ら
が
作
品
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
目
次
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

序
章 

第
一
部 

鷗
外
と
仏
教
の
か
か
わ
り 

第
一
章  

亀
井
茲
監
を
中
心
に 

第
二
章 

『
大
日
本
続
蔵
経
』
を
中
心
に 

第
三
章 

「
諦
念
」
を
中
心
に 

第
四
章  

帝
室
博
物
館
総
長
時
代
を
中
心
に 

第
二
部 

鷗
外
作
品
に
お
け
る
仏
教  

第
一
章 

「
日
蓮
聖
人
辻
説
法
」
論 

第
二
章 

「
独
身
」
論 

第
三
章 

「
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
」
論 

第
四
章 

「
普
請
中
」
論 

第
五
章 

「
ル
・
パ
ル
ナ
ス
・
ア
ン
ビ
ユ
ラ
ン
」
論 

第
六
章 

「
寒
山
拾
得
縁
起
」
論 

結
章 

 

鷗
外
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
生
ま
れ
、
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
に
没
し
た
が
、
そ
の
生
涯
は

明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
か
ら
始
ま
る
日
本
の
近
代
化
と
共
に
あ
っ
た
と
言
え
る
作
家
で
あ
る
。 

王
政
復
古
の
大
号
令
と
共
に
発
足
し
た
明
治
新
政
府
は
、
天
皇
を
核
と
し
た
神
道
を
国
の
中
心
に
据
え

る
た
め
、
発
足
直
後
か
ら
神
仏
習
合
を
解
く
た
め
の
神
仏
分
離
令
と
総
称
さ
れ
る
布
告
を
矢
継
ぎ
早
に
出

し
た
。
そ
の
結
果
、
廃
仏
毀
釈
と
呼
ば
れ
る
仏
像
や
経
典
等
の
破
壊
が
全
国
的
に
起
こ
っ
た
。
明
治
以
前
は

幕
府
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
た
仏
教
は
力
を
失
い
、
僧
侶
は
国
民
に
対
し
尊
王
愛
国
思
想
を
説
く
教
導

職
に
組
み
込
ま
れ
た
。 

し
か
し
、
神
道
を
国
家
の
中
心
と
す
る
政
府
の
宗
教
政
策
は
、
諸
外
国
に
お
け
る
「
信
教
の
自
由
」「
政

教
分
離
」
な
ど
の
影
響
や
、
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
取
り
扱
い
に
対
す
る
欧
米
の
批
判
か
ら
、
修
正

を
余
儀
な
く
さ
れ
、
神
社
を
中
心
と
し
た
神
道
は
宗
教
で
は
な
い
と
い
う
方
針
に
転
換
さ
れ
た
。 

こ
の
よ
う
な
明
治
政
府
の
政
策
に
よ
り
、
明
治
以
前
の
信
仰
は
破
壊
さ
れ
、
日
本
人
に
お
け
る
宗
教
観
は

急
激
な
変
化
を
強
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
新
聞
や
雑
誌
で
は
、
宗
教
家
以
外
か
ら
も
宗
教
の
重
要
性
が
声
高
に

叫
ば
れ
た
。 

こ
う
し
た
当
時
の
社
会
状
況
の
中
で
、
鷗
外
は
官
吏
・
軍
人
と
し
て
人
生
を
送
り
、
陸
軍
退
任
後
も
宮
内

省
図
書
寮
図
書
頭
お
よ
び
帝
室
博
物
館
総
長
を
務
め
た
。
そ
の
た
め
鷗
外
は
、
亡
く
な
る
ま
で
国
家
を
運
営
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す
る
側
に
い
た
作
家
で
あ
る
と
言
え
る
。
本
論
文
は
そ
の
よ
う
な
鷗
外
が
、
宗
教
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
仏

教
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、
そ
し
て
作
品
で
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
か
を
追
及
し
た
。 

ま
ず
序
章
で
は
、
当
時
の
宗
教
を
め
ぐ
る
社
会
状
況
お
よ
び
鷗
外
と
仏
教
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
整

理
し
、
研
究
の
現
状
に
お
け
る
問
題
を
指
摘
し
た
。 

先
行
研
究
に
お
い
て
鷗
外
と
仏
教
の
関
係
を
論
じ
た
も
の
は
主
に
小
倉
時
代
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。

鷗
外
は
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
六
月
か
ら
約
三
年
間
を
福
岡
の
小
倉
で
過
ご
し
、
そ
の
際
に
曹
洞
宗
の

僧･

玉
水
俊
虠

し
ゅ
ん
こ

に
唯
識
論
を
学
ん
だ
。
そ
の
影
響
に
つ
い
て
は
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
発
表
し
た
戯

曲
「
生
田
川
」
で
唯
識
論
に
関
す
る
仏
典
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
等
が
研
究
さ
れ
て
き
た
。 

鷗
外
と
仏
教
に
関
す
る
研
究
が
小
倉
時
代
に
集
中
し
て
い
る
理
由
は
、
小
倉
で
「
玉
水
俊
虠
」
に
「
唯
識

論
」
を
学
ん
だ
と
い
う
事
実
が
日
記
や
書
簡
を
も
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
影
響
が
「
生
田
川
」
に
見
ら

れ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
の
一
方
で
、
小
倉
時
代
以
外
の
こ
と
が
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
研
究
の
現
状
が
、
鷗
外

と
仏
教
と
の
関
わ
り
は
小
倉
時
代
の
み
に
お
け
る
限
定
的
な
も
の
だ
と
い
う
見
方
を
強
め
て
い
る
と
言
え

る
。
そ
の
た
め
本
論
文
の
第
一
部
で
は
、
小
倉
時
代
以
外
に
お
け
る
鷗
外
の
実
生
活
と
仏
教
と
の
関
係
を
追

及
し
た
。 

第
一
章
で
は
、
鷗
外
が
生
ま
れ
育
っ
た
津
和
野
の
藩
主
・
亀
井
茲
監

こ

れ

み

に
焦
点
を
当
て
た
。 

森
家
は
代
々
亀
井
家
の
典
医
で
あ
り
、
そ
の
関
わ
り
も
密
接
で
あ
っ
た
。
茲
監
は
国
学
に
傾
倒
し
、
明
治

以
前
か
ら
藩
内
で
仏
教
弾
圧
を
行
っ
た
。
明
治
政
府
は
そ
の
よ
う
な
茲
監
に
宗
教
政
策
に
お
け
る
重
要
な

ポ
ス
ト
を
与
え
、
責
任
者
の
一
人
と
し
た
。
神
仏
分
離
令
も
茲
監
ら
の
草
案
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

鷗
外
は
、
こ
の
よ
う
な
茲
監
に
よ
っ
て
仏
教
が
排
斥
さ
れ
た
津
和
野
の
藩
校
で
教
養
を
培
っ
た
。
し
か
し

上
京
後
、
自
ら
の
意
思
で
仏
教
を
学
ん
で
い
く
。 

第
二
章
で
は
、
鷗
外
の
旧
蔵
書
に
収
め
ら
れ
て
い
る
仏
典
の
叢
書
「
大
蔵
経
」
に
焦
点
を
当
て
た
。 

鷗
外
は
『
日
本
校
訂
大
蔵
経
』
を
全
国
で
十
七
番
目
の
早
さ
で
予
約
購
入
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
刊

行
元
の
機
関
誌
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
鷗
外
は
、
そ
の
続
編
に
当
た
る
『
大
日
本
続
蔵
経
』
刊
行

と
い
う
事
業
に
、
評
議
員
と
い
う
立
場
で
参
加
し
た
。
こ
の
こ
と
は
新
聞
や
雑
誌
の
広
告
を
通
じ
て
広
く
世

の
中
へ
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
評
議
員
は
約
四
十
名
お
り
、
明
治
政
府
の
宗
教
政
策
に
反
発
し
て
き
た
僧

侶
等
と
共
に
鷗
外
は
そ
の
名
を
連
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

そ
し
て
鷗
外
は
評
議
員
と
し
て
積
極
的
に
『
大
日
本
続
蔵
経
』
刊
行
を
助
力
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

ま
で
先
行
研
究
で
は
戯
曲
「
生
田
川
」
が
、
俊
虠
に
唯
識
論
を
学
ん
で
か
ら
十
年
の
歳
月
を
経
て
発
表
さ
れ

た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
が
追
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
生
田
川
」
発
表
時
は
、
立
て
続
け

に
『
大
日
本
続
蔵
経
』
に
唯
識
論
に
つ
い
て
の
経
典
が
収
録
さ
れ
刊
行
が
行
わ
れ
て
い
る
時
期
で
あ
っ
た
。

ま
た
、『
大
日
本
続
蔵
経
』
の
広
告
の
一
部
で
は
、
作
家
に
対
し
て
多
く
の
素
材
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
謳
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
鷗
外
は
評
議
員
と
し
て
、『
大
日
本
続
蔵
経
』
を
素
材

と
し
た
よ
う
な
作
品
を
発
表
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
三
章
で
は
、
鷗
外
が
繰
り
返
し
使
用
し
た
「
諦
念
」
と
い
う
言
葉
に
焦
点
を
当
て
た
。 

鷗
外
研
究
に
お
い
て
「
諦
念
」
は
鷗
外
の
心
境
を
分
析
す
る
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ

る
が
、
そ
の
典
拠
は
不
明
で
あ
る
と
さ
れ
た
。 

初
期
の
使
用
方
法
は
主
に
「
諦
念
」
に
「
あ
き
ら
め
」
と
ル
ビ
を
振
っ
た
も
の
だ
が
、
鷗
外
の
弟
が
編
集

を
務
め
た
雑
誌
『
歌
舞
伎
新
報
』
か
ら
、
同
様
の
表
現
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。 
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そ
の
一
方
で
、「
諦
念
」
は
仏
典
で
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
鷗
外
は

『
日
本
校
訂
大
蔵
経
』『
大
日
本
続
蔵
経
』
刊
行
が
終
わ
っ
た
後
に
、「
諦
念
」
を
「
あ
き
ら
め
」
と
読
ま
せ

る
の
で
は
な
く
、
ゲ
ー
テ
に
関
す
る
著
書
の
翻
訳
で
、
訳
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
大
蔵
経
に
触
れ
る
中
で
、

「
諦
念
」
が
仏
教
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
鷗
外
は
こ
れ
ま
で
も

仏
教
と
西
洋
の
哲
学
と
を
対
置
す
る
よ
う
な
表
現
を
行
っ
て
き
た
が
、
仏
教
に
よ
っ
て
西
洋
哲
学
を
相
対

化
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
四
章
で
は
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
か
ら
亡
く
な
る
大
正
一
一
年
（
一
九
二
二
）
ま
で
の
、
陸
軍
を

辞
し
た
後
に
就
い
た
帝
室
博
物
館
総
長
の
時
期
に
焦
点
を
当
て
た
。 

こ
の
時
期
に
鷗
外
は
帝
室
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
、
漢
訳
仏
典
の
辞
書
に
当
た
る
玄
応

げ
ん
の
う

撰
『
一
切
経

音
義
』
を
学
界
の
た
め
に
出
版
し
よ
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
『
一
切
経
音
義
』
の
索
引
作
成
を
国
語
学
者
・

山
田
孝
雄
に
依
頼
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
帝
室
博
物
館
所
蔵
版
は
い
く
つ
か
の
欠
損
が
存
在
し
た
。
鷗
外
は

そ
れ
を
補
う
た
め
に
、
正
倉
院
に
収
め
ら
れ
た
「
聖
語
蔵
経
巻
」
の
中
か
ら
補
填
部
分
を
発
見
し
た
。
ま
た

そ
の
際
に
、
題
目
不
明
で
あ
っ
た
経
典
が
『
一
切
経
音
義
』
の
一
部
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
最
晩
年
に
お
い
て
も
鷗
外
は
仏
教
と
関
わ
り
続
け
た
の
で
あ
る
。 

次
に
第
二
部
で
は
第
一
部
を
踏
ま
え
て
作
品
の
分
析
を
行
い
、
鷗
外
が
仏
教
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て

い
る
か
を
分
析
し
た
。 

第
一
章
で
は
、
明
治
三
七
年
（
一
九
〇
四
）
三
月
発
表
の
「
日
蓮
聖
人
辻
説
法
」
に
焦
点
を
当
て
た
。
作

品
発
表
の
時
期
に
、
当
時
の
山
縣
有
朋
内
閣
は
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
を
等
し
く
「
宗
教
」
と
し
て
取
り

扱
い
、
規
制
を
す
る
た
め
に
「
宗
教
法
案
」
を
国
会
に
提
出
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
仏
教
界
は
総
力
を
あ
げ

て
反
発
し
、
結
果
的
に
法
案
は
否
決
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
問
題
の
も
と
で
政
府
は
僧
侶
の
街
頭
で
の
演
説
を

「
治
安
警
察
法
」
に
よ
っ
て
取
り
締
ま
っ
た
。
鷗
外
は
そ
う
し
た
こ
と
を
作
品
で
批
判
的
に
表
現
し
て
い
る

の
だ
と
分
析
し
た
。 

第
二
章
で
は
、
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
一
月
発
表
の
作
品
「
独
身
」
に
焦
点
を
当
て
た
。
こ
の
作
品

で
は
主
人
公
の
、
科
学
者
も
「
三
宝

さ
ん
ぼ
う

に
帰
依
し
て
ゐ
る
」
や
「
仏
法
な
ぞ
を
攻
撃
し
は
じ
め
た
の
は
誰
だ
ら

う
」
と
い
う
言
葉
の
背
景
に
あ
る
問
題
を
、
鷗
外
の
旧
蔵
書
に
収
め
ら
れ
た
村
上
専せ

ん

精
し
ょ
う

『
俱
舎
論
達
意
』

（
哲
学
書
院
、
明
治
三
五
年
）
や
、
当
時
刊
行
さ
れ
て
い
た
加
藤
弘
之
『
吾
国
体
と
基
督
教
』
（
金
港
堂
、

明
治
四
〇
年
）
を
対
応
さ
せ
て
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
加
藤
弘
之
が
仏
教
を
迷
信
だ
と
批
判
し
た

こ
と
に
対
し
、
仏
教
を
自
然
科
学
と
同
様
だ
と
説
い
た
村
上
の
論
を
肯
定
的
に
描
い
て
い
る
の
だ
と
結
論

付
け
た
。 

第
三
章
で
は
、
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
二
月
発
表
の
「
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
」
に
焦
点
を
当
て
た
。

こ
の
作
品
で
は
仏
典
に
記
さ
れ
て
い
る
不
動
明
王
の
特
徴
が
、
主
人
公
に
重
ね
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
考
察
し
た
。
ま
た
江
戸
期
に
隆
盛
を
誇
り
、
明
治
に
入
っ
て
衰
退
し
た
広
徳
寺
を
描
い
た
こ
と
で
、

鷗
外
は
廃
仏
毀
釈
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
分
析
し
た
。 

第
四
章
で
は
、
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
六
月
に
発
表
さ
れ
た
「
普
請
中
」
に
焦
点
を
当
て
た
。
こ
の

作
品
に
お
け
る
「
某
大
教
正
の
描
い
た
神
代
文
字
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
、
教
導
職
が
廃
止
さ
れ
て
か
ら

二
十
年
以
上
が
経
っ
た
こ
の
時
期
に
、
作
品
で
教
導
職
に
つ
い
て
触
れ
た
こ
と
の
意
味
を
分
析
し
た
。
そ
の

結
果
と
し
て
当
時
、
明
治
天
皇
よ
り
出
さ
れ
た
「
戊
申
詔
書
」
の
内
容
を
僧
侶
等
が
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
状
態
が
、
教
導
職
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
察
し
た
。 

ま
た
主
人
公
の
ド
イ
ツ
に
滞
在
し
た
過
去
を
持
つ
「
参
事
官
」
と
い
う
設
定
や
、「
日
本
は
芸
術
の
国
で
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は
な
い
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
当
時
の
内
務
省
参
事
官
・
水
野
錬
太
郎
が
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
分
析
し
た
。
水
野
錬
太
郎
は
鷗
外
と
著
作
権
法
制
定
等
で
意
見
を
同
じ
く
す
る
一
方
で
、
神
祇
行
政

と
深
く
関
わ
り
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
ま
で
、
神
道
や
仏
教
等
に
関
す
る
行

政
を
内
務
省
社
寺
局
が
担
っ
て
い
た
。
し
か
し
水
野
が
中
心
と
な
り
、
神
道
や
神
職
に
つ
い
て
を
「
神
社
局
」、

そ
れ
以
外
の
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
等
の
取
り
扱
い
を
「
宗
教
局
」
で
行
う
よ
う
に
分
離
が
な
さ
れ
た
。 

そ
の
結
果
、
仏
教
界
は
「
宗
教
局
」
か
ら
「
戊
申
詔
書
」
を
国
民
に
説
く
よ
う
に
指
示
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
鷗
外
は
「
普
請
中
」
で
様
々
な
社
会
問
題
を
描
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、

水
野
を
モ
デ
ル
に
用
い
、
当
時
の
宗
教
の
状
況
を
反
映
さ
せ
た
の
だ
と
考
察
し
た
。 

第
五
章
で
は
、
「
普
請
中
」
と
同
月
発
表
の
「
ル
・
パ
ル
ナ
ス
・
ア
ン
ビ
ユ
ラ
ン
」
に
焦
点
を
当
て
た
。

こ
の
作
品
は
作
家
の
葬
式
を
描
い
た
も
の
だ
が
、
鷗
外
は
葬
式
と
商
売
が
結
び
つ
い
た
当
時
の
世
相
を
批

判
的
に
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
仏
教
を
肯
定
的
に
描
い
て
き
た
鷗
外
だ
が
、
こ
の
作
品

で
は
職
業
的
に
葬
式
を
行
う
僧
侶
も
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
明
治
政
府
の
宗
教
政
策
に
抵
抗
し
て
き
た
仏
教
界
が
、
再
び
教
導
職
と
同
様
に

「
戊
申
詔
書
」
を
説
い
た
こ
と
に
対
し
て
も
批
判
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
鷗
外

の
仏
教
界
に
対
す
る
批
判
が
決
定
的
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
時
期
に
大
逆
事
件
が
起
こ
り
、
三
名
の
僧
侶
が

逮
捕
さ
れ
、
各
宗
派
が
早
急
に
そ
の
僧
侶
等
を
除
籍
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

鷗
外
は
こ
の
時
期
に
、
大
逆
事
件
に
お
け
る
政
府
や
世
間
の
対
応
を
批
判
す
る
作
品
を
矢
継
ぎ
早
に
発
表

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
政
府
に
迎
合
し
、
僧
侶
等
を
切
り
捨
て
た
こ
と
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
六
章
で
は
、
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
一
月
発
表
の
「
寒
山
拾
得
」
に
お
け
る
「
縁
起
」
に
焦
点
を
当

て
た
。「
縁
起
」
で
は
鷗
外
が
娘
に
「
実
は
パ
パ
ア
も
文
殊
な
の
だ
」
と
言
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が

そ
の
意
味
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。「
縁
起
」
で
は
当
時
神
仏
を
自
称
し
て
い
た
宮
崎
虎
之
助
が
描
か
れ
て

お
り
、
彼
と
共
に
鷗
外
も
仏
を
名
乗
る
こ
と
で
、
仏
教
・
神
道
・
キ
リ
ス
ト
教
等
の
関
係
者
が
集
ま
り
結
成

さ
れ
た
「
帰
一
協
会
」
の
目
指
す
宗
教
教
育
へ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
結
論
付
け
た
。 

帰
一
協
会
は
三
教
会
同
が
発
足
の
基
に
な
っ
て
い
る
。
三
教
会
同
は
、
大
逆
事
件
等
に
よ
り
、
世
の
中
を

静
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
政
府
が
、
仏
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・
教
派
神
道
等
に
呼
び
か
け
、
協
力
を
要
請
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
政
府
に
迎
合
す
る
仏
教
界
を
鷗
外
は
批
判
的
に
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
寒
山
拾
得
」
自
体
で
も
、
真
の
信
仰
心
は
為
政
者
の
手
の
届
か
な
い
も
の
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
警
察
に
追
わ
れ
な
が
ら
自
ら
の
信
仰
を
説
い
た
宮
崎
虎
之
助
を
鷗
外
は
何
度
も
家
に

招
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
社
会
状
況
に
左
右
さ
れ
ず
信
仰
を
貫
く
宗
教
家
に
対
す
る
敬
意
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 

そ
れ
は
、
鷗
外
が
妹
に
宛
て
た
手
紙
で
儒
教
や
仏
教
か
ら
「
道
」
と
い
う
も
の
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
記
し
た

こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
鷗
外
は
妹
に
対
し
、
儒
教
や
仏
教
を
学
べ
ば
「
人
は
何
の
た
め
に
世
に
あ
り
、
何

事
を
な
し
て
好
き
か
と
い
ふ
こ
と
」
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
自
ら
の
考
え
を
持
つ
よ

う
に
な
れ
ば
「
儒
を
聞
き
て
儒
を
疑
ひ
、
仏
を
聞
き
て
仏
を
疑
ひ
て
も
好
し
。
疑
へ
ば
い
つ
か
其
疑
の
解
く

る
こ
と
あ
り
、
そ
れ
が
道
が
わ
か
る
と
い
ふ
も
の
」
だ
と
記
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
鷗
外
に
と
っ
て
仏
教
や

宗
教
と
対
峙
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
は
何
の
た
め
に
何
を
し
て
生
き
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
、
自
身
の

「
道
」
に
対
す
る
考
え
を
見
つ
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

以
上
の
よ
う
に
、
作
品
に
お
い
て
は
仏
教
が
全
て
肯
定
的
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
鷗
外
は
作
品
内
で
仏
教
を
排
斥
す
る
宗
教
政
策
を
批
判
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
政
府
に
迎
合
す
る
仏
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教
界
や
、
葬
式
に
お
け
る
商
売
と
仏
教
が
結
び
つ
い
て
い
く
様
子
も
ま
た
批
判
的
に
描
い
て
い
る
。
そ
の
た

め
鷗
外
は
明
治
と
い
う
時
代
の
中
で
そ
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
質
し
て
い
く
仏
教
界
を
作
品
に
描
き
続
け

た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
一
方
で
、
鷗
外
は
漢
訳
仏
典
を
総
集
し
た
大
蔵
経
を
手
元
に
置
き
、
そ
の
音
義
書
の
索
引
を
求
め
、

最
晩
年
ま
で
仏
教
を
学
ん
だ
。
そ
の
た
め
日
本
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
学
問
と
し
て
仏
教
を
重
要
視
し
続

け
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
鷗
外
が
西
洋
の
哲
学
や
宗
教
を
相
対
化
す
る
も
の
が
、
東
洋
に
お
け
る

仏
教
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
諦
念
」
を
訳
語
に
用
い
た
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
う
か
が

い
知
れ
る
。
鷗
外
は
随
筆
「
鼎
軒
先
生
」
で
「
東
西
両
洋
の
文
化
を
一
本
ず
つ
の
足
で
踏
ま
え
て
い
る
学
者
」

は
「
最
も
得
難
い
」
人
材
で
あ
る
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
鷗
外
自
身
が
そ
の
「
最
も
得
難
い
」
人
物
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、「
人
は
何
の
た
め
に
世
に
あ
り
、
何
事
を
な
し
て
好
き
か
」
と

考
え
続
け
た
鷗
外
は
、
最
後
ま
で
学
問
の
た
め
に
生
き
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
自
ら
の
「
道
」

に
対
す
る
考
え
を
、
仏
教
と
対
峙
す
る
こ
と
で
見
つ
め
続
け
た
の
で
あ
る
。 

鷗
外
の
西
洋
に
対
す
る
知
識
と
理
解
は
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
『
即
興
詩
人
』、
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ア
ウ
ス
ト
』、

欧
州
の
同
時
代
作
家
の
短
篇
を
訳
し
た
『
諸
国
物
語
』
に
代
表
さ
れ
る
数
多
く
の
翻
訳
作
品
や
、
ま
た
、
欧

州
の
ニ
ュ
ー
ス
を
翻
訳
し
て
伝
え
た
「
椋
鳥
通
信
」
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
。 

そ
の
上
で
、
仏
教
に
対
す
る
深
い
知
識
と
理
解
が
、
同
時
代
ひ
い
て
は
後
代
の
近
代
作
家
と
一
線
を
画
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
り
、
そ
れ
が
鷗
外
の
文
学
の
本
質
と
関
わ
り
、
彼
の
文
学
を
唯
一
無

二
の
文
学
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 


