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亀
山
光
明
著

『
釈
雲
照
と
戒
律
の
近
代
』

（
法
藏
館
・
二
〇
二
二
年
）

繁
田

　
真
爾

　

仏
教
に
は
も
と
も
と
、
噓
を
つ
か
な
い
、
命
あ
る
も
の
を
殺
さ
な
い
、

夫
婦
を
持
た
な
い
な
ど
、
大
小
様
々
な
戒
律
が
存
在
す
る
。
い
わ
ゆ
る
三

学
（
戒
・
定
・
慧
）
の
第
一
と
し
て
、
仏
教
徒
の
教
え
や
生
活
倫
理
の
根

本
に
そ
れ
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
一
八
七
二
年
の
有
名
な
太

政
官
布
告
（
い
わ
ゆ
る
肉
食
妻
帯
令
）
以
降
、
近
代
日
本
の
仏
教
は
「
破

戒
」
や
「
戒
律
軽
視
」
が
一
般
化
し
、
や
が
て
そ
れ
が
「
日
本
仏
教
」
の

特
長
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
。
だ
が
近
代
日
本
の
仏
教
は
、

本
当
に
「
戒
律
」
を
失
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
で
は
、
近
代
日
本
仏
教
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
語
り
や
通
念
が
明
確

に
否
定
さ
れ
る
。
戒
律
実
践
は
、
近
代
日
本
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
に

姿
を
変
え
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
、
著
者
の
主
張
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
、「
戒
律
の
近
代
」
と
は
具
体
的
に
何
で
あ
っ
た
の
か
。

本
書
は
、
真
言
宗
の
僧
侶
で
「
近
代
仏
教
史
を
代
表
す
る
持
戒
僧
」、
そ

し
て
「
戒
律
復
興
運
動
の
最
後
の
担
い
手
」
と
し
て
知
ら
れ
る
釈
雲
照

（
一
八
二
七
─
一
九
〇
九
）
を
主
人
公
に
、
こ
の
課
題
に
正
面
か
ら
取
り
組

ん
だ
新
進
気
鋭
の
宗
教
学
者
に
よ
る
著
作
で
あ
る
。
以
下
、
各
章
の
概
要

を
紹
介
し
た
上
で
、
コ
メ
ン
ト
と
論
評
を
試
み
た
い
。

　
　
　
　

＊

　
「
序
」
で
は
ま
ず
、
本
書
が
「
言
説
研
究
」
の
立
場
に
よ
る
こ
と
が
明

言
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
「
日
本
仏
教
」
の
特
徴
と
し
て
本
質
主
義
的

に
語
ら
れ
て
き
た
「
戒
律
軽
視
」
は
、
実
は
「
近
代
に
産
み
出
さ
れ
た
一

つ
の
構
築
物
」
と
み
る
べ
き
で
、
む
し
ろ
問
わ
れ
る
べ
き
は
、「
破
戒
」

が
日
本
仏
教
の
本
質
と
み
な
さ
れ
て
い
く
言
説
の
系
譜
そ
の
も
の
だ
と
い

う
。
そ
の
上
で
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
近
代
仏
教
研
究
を
規
定
し
て
き
た

「
真
宗
中
心
史
観
」（
碧
海
寿
広
）
の
問
い
直
し
、
お
よ
び
宗
教
研
究
に
お

い
て
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
「
ビ
リ
ー
フ
／
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
の
単

純
な
二
元
的
分
析
概
念
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
き
た
物
語
の
再
考
を
目
指
す

こ
と
が
、
本
書
の
中
心
的
な
課
題
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。

　

第
一
章
「
戒
律
主
義
と
「
国
民
道
徳
」
論

─
宗
門
改
革
期
の
釈
雲

照
」
で
は
、「
戒
律
」
が
「
宗
教
」
と
は
異
な
る
次
元
、
と
り
わ
け
当
時

の
「
国
民
道
徳
」
論
と
の
関
連
で
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
過
程
が
注
目

さ
れ
る
。
雲
照
は
一
貫
し
て
国
家
に
よ
る
仏
教
の
庇
護
や
僧
風
刷
新
を
理

想
と
し
な
が
ら
、
現
実
の
政
治
過
程
を
前
に
、
政
教
分
離
を
容
認
し
て
い

く
。
だ
が
政
治
と
宗
教
を
完
全
に
は
断
絶
さ
せ
ず
、
そ
の
紐
帯
と
し
て
雲

照
が
見
出
し
た
の
が
「
道
徳
」
で
あ
っ
た
。
著
者
は
、
雲
照
が
一
八
八
〇

年
代
を
中
心
に
試
み
た
こ
の
よ
う
な
「
国
民
道
徳
」
の
模
索
は
、
単
な
る

宗
教
的
実
践
を
超
え
て
仏
教
の
戒
が
提
唱
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
、「
戒

律
言
説
形
成
の
揺
籃
」
と
し
て
注
目
す
べ
き
だ
と
い
う
。
そ
し
て
「
宗
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教
」
と
い
う
枠
組
み
を
可
能
な
限
り
尊
重
し
つ
つ
、「
国
民
道
徳
」
と
の

関
係
に
お
い
て
「
戒
律
」
を
語
り
な
お
し
た
こ
と
こ
そ
が
、
雲
照
の
果
た

し
た
歴
史
的
意
義
で
あ
っ
た
と
強
調
す
る
。

　

第
二
章
「
戒
律
の
近
代

─
釈
雲
照
に
お
け
る
初
期
十
善
戒
思
想
の
展

開
」
で
は
、
明
治
仏
教
界
に
お
い
て
「
十
善
戒
」
が
論
じ
ら
れ
た
コ
ン
テ

キ
ス
ト
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
宗
門
の
枠
組
み
で
活
動
し
て
い
た
一
八
八

〇
年
代
の
雲
照
の
「
安
心
論
」
と
「
仏
教
総
合
論
」
に
注
目
し
、
そ
こ
に

内
在
す
る
戒
律
の
役
割
を
検
討
す
る
。
こ
の
頃
か
ら
仏
教
者
た
ち
は
、
維

新
期
に
顕
著
だ
っ
た
国
家
に
対
す
る
仏
法
庇
護
の
要
請
か
ら
転
じ
て
、
国

民
国
家
に
お
け
る
仏
教
の
有
用
性
を
積
極
的
に
主
張
し
は
じ
め
る
。
そ
し

て
明
治
初
期
か
ら
中
期
の
仏
教
者
た
ち
が
「
戒
」
に
寄
せ
た
主
要
な
関
心

は
、
在
家
の
立
場
を
基
軸
に
、
戒
律
を
真
俗
一
貫
の
道
徳
と
し
て
活
か
す

こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
。
雲
照
の
十
善
戒
論
も
、
戒
と
し
て
の
厳
格
さ
の

喪
失
を
代
償
と
し
な
が
ら
も
、
仏
教
道
徳
と
国
家
を
結
び
つ
け
る
要
諦
と

し
て
、
さ
ら
に
仏
教
者
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
り
一
般
的
な
行
為
規
範
と
し

て
提
示
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　

第
三
章
「
在
家
と
十
善
戒

─
明
治
中
期
に
お
け
る
仏
教
実
践
の
創
出

に
着
目
し
て
」
で
は
、「
儀
礼
」
や
「
勤
行
」
な
ど
、
よ
り
実
践
的
な

レ
ベ
ル
（
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
）
か
ら
雲
照
の
十
善
戒
論
が
検
討
さ
れ
る
。
著

者
が
特
に
注
意
を
促
す
の
は
、
雲
照
が
近
代
の
仏
教
者
と
し
て
、
戒
律
実

践
を
「
心
」
の
働
き
な
ど
の
内
面
的
領
域
と
結
び
つ
け
て
語
っ
て
い
っ
た

事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
念
仏
」
へ
の
対
抗
を
意
識
し
な
が
ら
、「
在
家
」

を
相
手
に
説
か
れ
た
実
践
だ
っ
た
が
、
そ
こ
で
は
内
面
的
な
心
の
領
域
と
、

身
体
的
な
実
践
の
領
域
が
複
雑
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
や

が
て
雲
照
の
戒
律
論
は
、〝
十
善
戒
こ
そ
が
「
念
仏
」
に
優
る
「
易
行
」

で
あ
る
〟
と
の
主
張
に
ま
で
先
鋭
化
す
る
が
、
そ
こ
で
も
や
は
り
「
心
」

や
「
信
」
と
い
う
内
面
的
領
域
が
、
戒
律
実
践
に
お
い
て
不
可
欠
な
要
素

と
み
な
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

第
四
章
「
善
悪
を
超
え
て

─
釈
雲
照
と
加
藤
弘
之
の
「
仏
教
因
果

説
」
論
争
と
戒
律
実
践
」
で
は
、
雲
照
の
実
践
を
支
え
た
仏
教
的
世
界
観

が
、
近
代
の
科
学
的
世
界
観
と
の
出
会
い
で
動
揺
に
直
面
し
た
と
き
、
彼

が
そ
れ
と
い
か
に
対
峙
し
た
の
か
考
察
す
る
。
二
つ
の
世
界
観
の
衝
突
が

顕
著
に
表
れ
た
例
と
し
て
、
本
章
で
は
時
代
を
代
表
す
る
啓
蒙
思
想
家
・

加
藤
が
投
じ
た
論
文
「
仏
教
に
所
謂
善
悪
の
因
果
応
報
は
真
理
に
あ
ら

ず
」（
一
八
九
五
年
）
と
、
そ
れ
が
仏
教
界
内
外
に
も
た
ら
し
た
波
紋
に
注

目
す
る
。
そ
も
そ
も
、「
三
世
因
果
善
悪
応
報
の
真
理
」
こ
そ
が
仏
教
を

通
底
す
る
大
原
則
だ
と
い
う
の
が
、
論
争
以
前
か
ら
の
雲
照
の
揺
る
が
ぬ

信
念
で
、
加
藤
の
所
説
は
到
底
許
容
で
き
な
い
「
邪
見
」
で
あ
っ
た
。
と

は
い
え
、
そ
の
立
場
を
問
わ
れ
始
め
た
仏
教
者
た
ち
は
、
因
果
論
の
再
構

成
を
迫
ら
れ
て
い
く
。
し
か
し
そ
れ
は
単
線
的
な
理
性
に
よ
る
解
放
の
物

語
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
雲
照
ら
が
善
悪
因
果
の
原
理

に
つ
い
て
新
た
な
語
り
方
を
求
め
、
試
行
錯
誤
を
重
ね
て
い
っ
た
事
実
に

著
者
は
注
目
す
る
。

　

第
五
章
「
正
法
と
末
法

─
釈
雲
照
の
戒
律
復
興
論
と
そ
の
条
件
」
で

は
、
戦
後
の
仏
教
研
究
で
「
忘
却
さ
れ

0

0

0

0

」
て
久
し
い
「
正
法
」
と
い
う
言

葉
に
注
目
し
な
が
ら
、
具
足
戒
を
中
心
と
す
る
雲
照
の
僧
界
刷
新
の
語
り
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と
、
戒
律
復
興
の
言
説
を
考
察
す
る
（
傍
点
原
文
）。
た
と
え
ば
雲
照
の

示
し
た
「
僧
園
」（
僧
伽
）
の
構
想
に
は
、「
末
法
」（
無
戒
）
に
抗
い
、
そ

れ
を
乗
り
越
え
「
正
法
」
復
興
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
彼
の
理
念
が
託
さ

れ
て
い
た
。
そ
し
て
雲
照
に
お
い
て
「
正
法
」
と
い
う
言
説
は
、「
国
民

道
徳
」
や
南
方
上
座
部
仏
教
の
国
々
、
同
時
代
に
お
け
る
仏
教
の
衰
退
や

戦
争
な
ど
、
様
々
な
政
治
環
境
に
合
わ
せ
て
多
様
に
展
開
し
て
い
く
。
著

者
に
よ
れ
ば
そ
の
思
想
の
根
幹
に
あ
っ
た
の
は
、
正
法
と
戒
律
を
一
致
さ

せ
、
律
僧
を
養
成
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
混
迷
す
る
「
社
会
」
に
道
徳
的
秩

序
を
も
た
ら
し
、
ひ
い
て
は
国
家
に
寄
与
で
き
る
と
い
う
発
想
な
の
で
あ

っ
た
。

　

第
六
章
「
旧
仏
教
の
逆
襲

─
明
治
後
期
に
お
け
る
新
仏
教
徒
と
雲
照

の
交
錯
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
世
紀
転
換
期
に
展
開
し
た
青
年
仏
教
徒
ら
の

「
新
仏
教
」
運
動
と
、
雲
照
の
「
戒
律
復
興
」
運
動
の
衝
突
を
考
察
す
る
。

新
仏
教
徒
も
は
じ
め
は
雲
照
を
高
く
評
価
し
た
が
、
い
く
つ
か
の
事
件
を

き
っ
か
け
に
、
や
が
て
雲
照
バ
ッ
シ
ン
グ
へ
と
発
展
す
る
。
彼
ら
は
雲
照

を
「
貴
族
的
仏
教
」「
迷
信
」
を
説
く
〝
旧
仏
教
の
首
魁
〟
と
し
、
そ
の

戒
律
主
義
を
極
端
な
禁
欲
主
義
と
批
判
し
た
。
対
す
る
雲
照
は
、
彼
ら
が

運
動
の
中
核
に
据
え
た
「
信
仰
」
概
念
を
批
判
し
、
信
仰
と
理
論
を
二
つ

に
分
け
る
発
想
を
西
洋
学
問
の
風
と
し
て
反
駁
し
た
。
両
者
の
交
錯
と
対

比
を
通
し
て
著
者
は
、
雲
照
の
思
想
を
「
前
近
代
性
」
の
あ
ら
わ
れ
と
し

て
片
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
強
調
す
る
（
そ
れ
は
従
来
の
近
代
主
義
的
研

究
態
度
の
追
認
に
行
き
着
い
て
し
ま
う
）。
む
し
ろ
両
者
は
、
旧
来
の
仏
教

に
弊
風
を
認
め
、
こ
れ
と
の
断
絶
を
志
向
す
る
語
り
方
を
共
有
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
「
仏
教
の
近
代
」
に
対
す
る
回
答
と
見
る
べ
き
だ

と
鋭
く
指
摘
す
る
。

　

第
七
章
「
越
境
す
る
持
戒
僧
た
ち

─
釈
雲
照
の
朝
鮮
体
験
と
そ
の
意

義
」
は
、
近
代
日
本
仏
教
の
「
戒
律
」
言
説
を
め
ぐ
る
「
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ

ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
の
試
み
で
あ
る
。
日
本
仏
教
の
現
状
に
深
く
失

望
し
た
雲
照
は
、
一
九
〇
六
年
、
理
想
の
仏
教
を
求
め
て
朝
鮮
半
島
へ
渡

る
。
半
年
に
わ
た
る
滞
在
で
現
地
僧
侶
と
交
流
し
、
皇
帝
・
高
宗
に
仏
教

改
良
案
を
上
申
し
た
。
戒
律
主
義
を
唱
導
す
る
帝
国
日
本
の
持
戒
僧
た
ち

（
雲
照
と
弟
子
の
田
中
清
純
）
は
、
朝
鮮
仏
教
を
い
か
に
ま
な
ざ
し
、
い
か

に
自
己
を
語
っ
た
の
か
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
弟
子
の
清
純
は
ま
る
で
「
新

仏
教
徒
」
た
ち
が
雲
照
を
批
判
し
た
よ
う
に
、「
形
式
」
的
な
戒
律
を
実

践
す
る
「
未
開
」
の
存
在
と
し
て
朝
鮮
仏
教
を
表
象
し
批
判
し
た
。
対
し

て
雲
照
の
ま
な
ざ
し
に
は
二
面
性
が
あ
っ
た
。
新
仏
教
徒
が
勢
力
を
増
す

日
本
仏
教
の
改
革
の
た
め
の
協
力
者
を
朝
鮮
仏
教
に
求
め
る
一
方
で
、

「
大
乗
の
弊
風
」
に
陥
っ
て
い
る
朝
鮮
仏
教
を
み
ず
か
ら
指
導
者
と
し
て

改
良
す
る
こ
と
に
、
雲
照
は
「
正
法
」
実
現
の
一
縷
の
望
み
を
託
そ
う
と

し
た
と
著
者
は
指
摘
す
る
。

　

第
八
章
「
近
代
日
本
に
お
け
る
戒
律
と
国
民
教
育

─
日
本
主
義
・
皇

道
論
を
視
角
と
し
て
」
で
は
、「
戒
律
」
を
応
用
し
な
が
ら
明
治
中
期
に

「
国
民
道
徳
」
論
を
説
い
た
雲
照
が
、
晩
年
に
「
国
民
教
育
」
の
課
題
に

没
頭
し
た
事
実
に
注
目
す
る
。
ま
ず
、
雲
照
は
一
面
で
当
時
の
日
本
主
義

の
潮
流
と
対
峙
し
つ
つ
も
、
国
家
主
義
と
仏
教
を
接
続
さ
せ
て
い
く
。
従

来
雲
照
に
つ
い
て
は
国
家
へ
の
「
従
属
」
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
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彼
の
態
度
は
実
は
従
属
と
抵
抗
の
二
元
論
の
外
側
に
あ
っ
た
と
著
者
は
指

摘
す
る
。
そ
し
て
晩
年
の
雲
照
が
「
儒
・
仏
・
神
」
の
三
道
一
貫
か
ら
な

る
「
皇
道
」
を
説
い
た
事
実
も
、
単
純
な
前
近
代
へ
の
復
古
と
し
て
片
づ

け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
。
む
し
ろ
そ
の
営
為
は
、「
宗
教
」
と
し
て

布
置
さ
れ
た
仏
教
を
、「
皇
道
」
と
い
う
政
治
・
教
法
を
超
越
し
た
領
域

へ
と
再
配
置
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
善
悪
因
果
と
い
う
原

理
を
国
民
教
育
論
の
ア
リ
ー
ナ
で
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
雲
照
は
や
は
り

戒
律
主
義
の
立
場
を
保
持
し
て
い
っ
た
と
著
者
は
指
摘
す
る
。

　

終
章
「
成
果
と
課
題
」
で
は
、
従
来
「
敗
北
し
た

0

0

0

0

」
と
い
わ
れ
て
き
た

戒
律
復
興
運
動
か
ら
近
代
宗
教
史
の
「
逆
照
射
」
を
試
み
た
本
書
の
立
場

か
ら
、
ま
ず
研
究
史
上
の
諸
問
題
が
再
考
さ
れ
る
（
傍
点
原
文
）。
こ
れ

ま
で
の
近
代
日
本
仏
教
史
研
究
は
ビ
リ
ー
フ
中
心
化
の
物
語
と
し
て
語
ら

れ
、
あ
る
い
は
ビ
リ
ー
フ
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
い
わ
ば
単
純
な
分
離
（
分

割
）
を
論
じ
て
き
た
が
、
著
者
は
両
者
が
実
際
に
は
入
り
組
ん
だ
関
係
に

あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
た
と
え
ば
雲
照
の
戒
律
論
は
「
意
識
性
の
強
い
身

体
的
実
践
」
と
し
て
、
い
わ
ば
ビ
リ
ー
フ
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
「
重
な
り

合
い
」
の
な
か
に
あ
り
、
心
身
の
両
者
は
む
し
ろ
結
び
つ
き
を
強
め
て
い

っ
た
。
ま
た
著
者
は
本
書
が
、
真
宗
を
中
心
に
描
か
れ
て
き
た
直
線
的
な

仏
教
近
代
化
論
（
真
宗
中
心
史
観
）
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
提
示

し
て
い
る
と
説
明
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、「
戒
律
の
近
代
と
は
何
で
あ

っ
た
か
」
と
い
う
、
著
者
の
「
究
極
的
な
課
題
」
へ
の
回
答
を
試
み
る
。

い
わ
く
、
近
代
日
本
の
戒
律
言
説
は
、
前
近
代
と
の
連
続
と
断
絶
を
と
も

な
い
、
同
時
代
の
仏
教
者
が
直
面
し
た
課
題
に
応
え
な
が
ら
、
新
仏
教
や

科
学
思
想
な
ど
と
の
競
合
の
な
か
で
展
開
し
た
。
つ
ま
り
、
近
代
に
お
い

て
も
「
戒
律
」
は
様
々
に
か
た
ち
を
変
え
な
が
ら
存
続
し
た
と
い
う
の
が
、

著
者
の
ひ
と
つ
の
結
論
で
あ
る
。
そ
し
て
雲
照
の
運
動
は
挫
折
し
た
が
、

そ
れ
は
た
し
か
に
訴
求
力
を
得
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
彼
ら
の
試
み

は
一
つ
の
日
本
仏
教
の
「
近
代
」
を
見
事
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
著
者
は

強
調
す
る
。
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
私
た
ち
が
無
自
覚
に
受
け
入
れ
て
き

た
既
存
の
「
仏
教
」
や
「
宗
教
」
を
め
ぐ
る
理
解
の
再
考
を
迫
る
で
あ
ろ

う
こ
と
を
示
唆
し
て
、
本
書
は
閉
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
　

＊

　

以
上
、
本
書
は
「
戒
律
の
近
代
と
は
何
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
問
い
を

掲
げ
、「
近
代
日
本
宗
教
史
上
の
諸
問
題
」
に
も
論
及
し
な
が
ら
、
そ
の

回
答
を
試
み
た
書
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
①
近
代
日
本
に
お
け
る
戒
律
の
行

方
と
、
②
近
代
日
本
宗
教
史
上
の
諸
問
題
、
こ
の
二
つ
の
主
題
の
考
察
か

ら
本
書
は
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

①
に
つ
い
て
、
戒
律
は
近
代
以
降
の
日
本
で
は
「（
国
民
）
道
徳
」
と

し
て
語
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
、
著
者
の
大
き
な
見
通
し
で
あ
る
。

近
代
日
本
で
は
仏
教
戒
律
は
な
し
崩
し
的
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
私

た
ち
の
通
念
に
対
し
て
、
こ
れ
は
意
外
な
結
論
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が

著
者
は
雲
照
の
思
想
と
終
始
丹
念
に
向
き
合
い
、
そ
の
論
理
や
変
容
過
程

を
緻
密
に
追
う
こ
と
で
、
こ
の
結
論
を
導
い
て
い
る
。
雲
照
以
外
の
律
師

は
ど
う
か
、
道
徳
論
に
変
容
し
た
戒
律
を
ま
だ
戒
律
と
呼
べ
る
の
か
な
ど

異
論
も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
評
者
と
し
て
は
、
本
書
の
描
い
た
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近
代
日
本
の
戒
律
像
は
、
従
来
の
通
説
を
疑
う
に
足
る
ひ
と
つ
の
有
力
な

知
見
を
提
示
し
た
も
の
だ
と
評
価
し
た
い
。

　

ま
た
本
書
は
、
同
時
代
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
適
切
に
掘
り
起
し
、
そ
の

な
か
で
雲
照
の
戒
律
論
や
戒
律
実
践
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、

と
て
も
丁
寧
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
へ
の
こ
だ
わ
り

は
随
所
で
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
本
書
が
依
拠
す
る
言
説
分
析
の
方
法
に

よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
だ
ろ
う
。
本
書
は
雲
照
研
究
だ
が
、
必
ず
し
も

個
人
研
究
に
終
始
し
な
い
広
が
り
と
説
得
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
、
特

筆
し
て
お
き
た
い
。

　

②
の
「
近
代
日
本
宗
教
史
上
の
諸
問
題
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
み
た

「
ビ
リ
ー
フ
／
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
論
と
「
真
宗
中
心
史
観
」
の
二
つ
の
問

い
直
し
が
、
著
者
の
中
心
的
な
問
題
関
心
で
あ
る
。
戒
律
（
論
）
研
究
の

立
場
か
ら
、
著
者
は
真
宗
僧
侶
で
は
な
い
雲
照
の
戒
律
論
に
注
目
し
、
そ

し
て
そ
の
戒
律
実
践
が
ビ
リ
ー
フ
と
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
（
単
純
な
分
離
で

は
な
く
）「
重
な
り
合
い
」
の
な
か
に
あ
っ
た
事
実
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、

従
来
の
学
説
に
対
す
る
新
た
な
知
見
を
批
判
的
に
提
示
し
て
み
せ
る
。

「
敗
北
」
者
と
し
て
忘
却
・
軽
視
さ
れ
て
き
た
仏
教
者
た
ち
に
光
を
当
て
、

そ
こ
か
ら
近
代
宗
教
史
を
「
逆
照
射
」
し
よ
う
と
す
る
本
書
は
、
著
者
も

控
え
め
に
自
負
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
の
認
識
の
外
側
に
あ
っ

た
も
う
一
つ
の
「
近
代
仏
教
」
を
語
ろ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
、
と
て
も

説
得
的
だ
と
思
う
。

　

一
方
で
、
①
と
②
の
議
論
が
本
書
全
体
で
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
る
の
か
、
評
者
に
は
充
分
な
理
解
が
難
し
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
近
代

日
本
の
戒
律
を
問
う
本
書
の
立
場
（
①
）
を
、
宗
教
史
学
界
で
議
論
さ
れ

て
き
た
諸
課
題
（
②
）
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
の
に
、
や
や
性
急
で
は

な
い
か
と
い
う
印
象
を
も
っ
た
。
学
界
の
動
向
や
ト
ピ
ッ
ク
と
の
関
係
に

お
い
て
自
身
の
研
究
を
位
置
づ
け
、
そ
の
正
当
性
を
説
明
す
る
こ
と
は
、

学
位
論
文
と
し
て
は
正
攻
法
だ
ろ
う
。
本
書
は
ま
さ
に
そ
の
手
本
の
よ
う

な
作
品
で
、
従
来
の
学
説
を
広
く
目
配
り
し
て
そ
の
延
長
線
上
に
自
身
の

研
究
を
適
切
に
接
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
手
堅
く
徹
底
し
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
う
し
た
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
が
前
面
に
出
て
し
ま
う
と
、

議
論
の
枠
組
み
（
外
延
）
が
、
良
く
も
悪
く
も
学
界
の
共
通
関
心
の
枠
内

（
②
）
に
必
要
以
上
に
限
定
さ
れ
か
ね
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
斬
新
な
発

想
に
も
と
づ
く
規
格
外
の
研
究
は
な
か
な
か
現
れ
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
ま
で
手
探
り
で
進
め
ら
れ
て
き
た
「
近
代
仏
教
」
研
究
も
、
著
者
た

ち
新
し
い
世
代
の
台
頭
と
と
も
に
、
い
ま
や
学
問
と
し
て
の
安
定
期
を
迎

え
よ
う
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
分
野
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
と
、
議
論
が

そ
の
分
野
内
で
完
結
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
本
来
は
別
の
こ
と
で
あ
る
べ

き
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
自
身
の
関
心
と
学
界
の
共
通
関
心
の
バ
ラ
ン
ス
を
、
ど
の

よ
う
に
上
手
く
と
る
か
は
難
し
い
。
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
両
者
が
常
に

重
な
り
合
う
（
べ
き
）
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
疑
っ
て
み
る
こ
と
も
必
要

だ
ろ
う
。
だ
が
本
書
が
後
者
（
②
）
の
方
に
引
っ
張
ら
れ
が
ち
と
い
う
評

者
の
見
方
が
誤
り
で
な
け
れ
ば
、
た
と
え
ば
い
ま
戒
律
を
論
じ
る
意
義
に

つ
い
て
の
さ
ら
な
る
省
察
や
説
明
が
、
著
者
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
初
め
て
の
単
著
で
あ
る
本
書
で
、
著
者
の
専
門
研
究
者
と
し
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て
の
力
量
は
十
分
に
示
さ
れ
た
。
今
後
は
そ
の
成
果
を
さ
ら
に
内
破
し
て
、

必
ず
し
も
学
説
史
の
枠
内
に
還
元
さ
れ
な
い
著
者
な
ら
で
は
の
「
戒
律
の

近
代
」
研
究
が
切
り
拓
か
れ
て
い
く
こ
と
を
、
同
じ
分
野
に
学
ぶ
一
読
者

と
し
て
楽
し
み
に
し
た
い
。

�

（
東
北
大
学
Ｇ
Ｓ
Ｉ
Ｃ
Ｓ
フ
ェ
ロ
ー
）

福
島
栄
寿
著

『
近
代
日
本
の
国
家
と
浄
土
真
宗

─
戦
争
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』

（
法
藏
館
・
二
〇
二
三
年
）

佐
々
木

　
政
文

本
書
の
概
要

　

本
書
は
、
著
者
の
福
島
栄
寿
氏
が
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
一
九
年
ま
で

に
発
表
し
た
日
本
近
代
仏
教
史
に
関
す
る
諸
論
考
を
一
書
に
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
（
以
下
、
本
書
評
に
お
い
て
単
に
「
仏
教
史
」
と
い
っ
た
場
合
に
は
、

全
て
日
本
近
代
仏
教
史
を
指
す
こ
と
と
す
る
）。

　

最
初
に
、
各
章
の
概
要
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

序
章
で
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
国
家
と
仏
教
と
の
関
係
を
解
明
す
る

こ
と
が
本
書
の
目
的
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
を

通
し
て
近
代
以
降
の
学
知
の
自
明
性
を
問
い
直
す
、
と
い
う
著
者
の
基
本

的
姿
勢
が
示
さ
れ
る
。

　

第
一
章
「〈
近
代
仏
教
〉
再
考

─
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
と
「
鎌
倉

新
仏
教
」
論
」
で
は
、
明
治
期
か
ら
昭
和
戦
後
期
ま
で
の
「
新
仏
教
」

「
旧
仏
教
」
論
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
こ
で
前
提
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
今

日
の
仏
教
史
研
究
が
依
拠
し
て
い
る
〈
近
代
仏
教
〉
も
し
く
は
「
日
本
近

代
仏
教
史
」
と
い
う
認
識
の
枠
組
み
は
、
明
治
二
〇
年
代
以
降
に
登
場
し
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