
一　
「
仏
教
と
経
済
」
に
関
す
る
視
点
に
つ
い
て

　

１
「
仏
教
と
経
済
」
に
関
す
る
所
見

　
「
仏
教
に
経
済
は
な
い
」
と
い
う
場
合
、
そ
の
論
拠
と
し
て
は
、
釈
尊
は
世
俗
生
活
を
捨
て
て
出
家
し
た
故
、「
生
産
す
る
に
及
ば
ず
、

利
殖
す
る
に
及
ば
ず
し
て
、自
ら
生
活
す
る
に
足
る
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、中
村
元
博
士
に
は
、「
産

業
を
振
興
す
る
た
め
の
諸
政
策
、
農
業
政
策
・
工
業
政
策
・
商
業
政
策
に
つ
い
て
は
、
仏
典
の
う
ち
に
詳
し
い
論
述
は
殆
ん
ど
見
当
た

ら
な
い
」
と
の
指
摘
も
あ
る
。「
事
実
、
仏
教
の
世
界
観
や
倫
理
が
経
済
活
動
を
積
極
的
に
促
進
し
た
例
は
殆
ん
ど
な
い
。
阻
害
要
因

の
例
が
多
い
」
と
の
指
摘
も
あ
る
。（
奈
良
康
明
編
『
日
本
の
仏
教
を
知
る
事
典
』（
東
京
書
籍
、
一
九
九
四
年
、
三
六
〇
頁
））

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
（M

. W
eber

）
が
「
原
始
仏
教
の
よ
う
に
、
行
為
し
な
い
こ
と
（
無
為
）
を
救
い
の
要
件
と
考
え
る
よ
う
な
宗
教
倫

理
は
経
済
的
問
題
と
関
連
し
な
い
」
と
考
え
、「
ま
っ
た
く
首
尾
一
貫
し
た
現
世
逃
避
的
な
立
場
か
ら
は
、
経
済
倫
理
な
い
し
は
合
理

的
な
社
会
倫
理
へ
と
通
じ
る
い
か
な
る
途
も
存
在
し
な
い
」（
外
園
幸
一
「
経
済
と
宗
教
・
倫
理
」（『
地
域
経
済
政
策
研
究
』
鹿
児
島

大
学
、
二
〇
〇
〇
年
、
四
二
頁
）
と
結
論
づ
け
て
い
る
の
も
、
仏
教
を
禁
欲
主
義
の
超
俗
主
義
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
事
に
由
来
し
て

仏
教
に
見
る
経
済
倫
理
の
あ
り
方
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い
る
。

　

反
面
、「
仏
教
に
経
済
が
あ
る
」
と
の
必
然
性
を
説
く
場
合
、「
仏
教
は
単
に
超
俗
生
活
の
有
意
義
を
唱
え
る
の
で
は
な
く
、
世
俗
と

超
俗
と
の
融
和
を
説
き
、
世
俗
を
豊
か
に
生
き
る
た
め
の
道
を
教
え
て
い
る
故
、
世
俗
的
活
動
と
し
て
の
経
済
問
題
に
つ
い
て
仏
教
は

多
く
教
え
て
い
る
」（
大
野
信
三
『
仏
教
社
会
・
経
済
学
説
の
研
究
』
有
斐
閣
、
一
九
五
六
年
、
一
五
〇
頁
）
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　

両
者
の
対
立
点
は
、
仏
教
思
想
に
対
す
る
理
解
の
相
違
で
は
な
く
、
経
済
に
対
す
る
意
見
の
相
違
に
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
経
済
活
動

を
単
に
「
欲
望
充
足
の
手
段
」
と
見
る
の
で
は
な
く
、「
欲
望
に
お
ぼ
れ
る
事
な
く
満
足
を
得
る
た
め
の
手
段
」
と
見
れ
ば
、
仏
教
は

経
済
に
貴
重
な
示
唆
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　

２　

学
問
的
視
点
か
ら
の
取
り
組
み

　

最
初
に
、「
仏
教
と
経
済
」
に
関
す
る
視
点
に
つ
い
て
学
問
的
見
地
か
ら
真
に
取
り
組
ま
れ
た
の
は
、友
松
圓
諦
師（
１
）で

あ
り
、自
著
『
佛

教
経
済
思
想
研
究
』
に
お
い
て
、
明
快
に
、
そ
の
問
題
点
を
展
開
し
た
。

　

同
時
代
（
昭
和
初
期
）
に
お
い
て
、
概
観
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
文
献
が
見
ら
れ
る
。

・
椎
尾
辧
匡　
「
仏
教
と
産
業
」（『
正
法
閣
』
七
三
六
〜
七
六
五
号
所
収　

昭
和
八
年
三
〜
四
月
）

・
友
松
圓
諦　
「
佛
教
の
経
済
思
想
」（『
経
済
往
来
』
九
巻
八
所
収　

昭
和
九
年
八
月
）

・
赤
堀
又
治
郎　
「
佛
教
と
経
済
」（『
日
本
及
日
本
人
』
二
五
二
号
所
収　

昭
和
七
年
七
月
）

・
多
田
鼎　
「
信
仰
と
経
済
」（『
佛
教
生
活
』
三
巻
九
所
収　

昭
和
八
年
一
〇
月
）

・
西
義
雄　
「
佛
教
経
済
思
想
研
究
に
就
い
て
」（『
宗
教
研
究
』
九
巻
五
所
収　

昭
和
七
年
九
月
）

　

こ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
上
掲
書
を
含
め
、
仏
教
が
現
実
離
れ
し
て
い
た
状
況
に
対
す
る
反
省
が
顕
著
に
述
べ
ら
れ
、
仏
教
自
ら
が

持
つ
社
会
的
・
現
世
的
側
面
を
見
直
そ
う
と
す
る
視
点
が
強
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
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そ
の
後
の
傾
向
と
し
て
は
、第
一
に
、ウ
ェ
ー
バ
ー
著『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』の
複
数
の
翻
訳（
梶

山
力
、
大
塚
久
雄
、
阿
部
行
蔵
）
を
主
に
、
そ
の
研
究
に
影
響
さ
れ
た
終
戦
直
後
か
ら
の
動
向
が
示
さ
れ
、
主
に
仏
教
と
日
本
資
本
主

義
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
一
九
六
〇
年
代
の
経
済
成
長
に
伴
う
、
現
在
の
環
境
問
題
の
源
点
と
い
わ
れ
る
水
俣
病
等
四
大
公
害
病
を
発
端
と
す
る
環

境
悪
化
・
破
壊
の
状
況
と
そ
の
影
響
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
危
機
に
遭
遇
し
た
結
果
、
新
た
な
経
済
倫
理
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
流
れ
が

見
ら
れ
、「
共
生
を
求
め
る
今
後
の
人
類
世
界
に
果
す
べ
き
仏
教
の
役
割
」
と
い
え
る
視
点
に
立
脚
す
る
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

上
記
の
諸
視
点
は
相
違
が
あ
れ
ど
も
相
互
に
融
合
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、同
一
の
根
本
思
想
に
帰
着
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二　

原
始
仏
教
に
見
る
経
済
倫
理
の
あ
り
方

　
　
　
　
　

―
「
シ
ン
ガ
ー
ラ
（Singala
）（
ま
た
は
シ
ン
ガ
ー
ラ
カ
（Singalaka

）
へ
の
教
え
」
よ
り
―

　

原
始
仏
教
に
経
済
倫
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
先
ず
問
題
と
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
聖
典
に
は
経

済
行
為
に
関
す
る
倫
理
的
評
価
或
い
は
反
省
が
諸
点
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
経
済
活
動
に
関
す
る
仏
教
の
教
え
」
に
つ
い
て
、
最

も
引
用
さ
れ
る
の
が
、「
シ
ン
ガ
ー
ラ
（Singala

）
へ
の
教
え（

２
）」

で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
釈
尊
が
シ
ン
ガ
―
ラ
と
い
う
あ
る
資
産
家
の
子
に
、
人
間
と
し
て
の
道
を
教
示
し
た
内
容
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
、
パ
ー

リ
語
の
原
始
仏
教
聖
典
の
中
に
伝
え
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
に
相
当
す
る
漢
訳
が
四
種
、
漢
文
の
大
蔵
経
の
中
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
文
言
は
か
な
り
相
違
し
て
い
る
。
歴
史
的
に
は
、
こ
の
経
典
は
南
方
仏
教
に
お
い
て
、
永
年
に
わ
た
り
、
在
俗
（
在
家
）
信
者
の
た

め
の
戒
律
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。

　

経
典
の
書
き
出
し
は
「
一　

こ
の
よ
う
に
わ
た
く
し
は
聞
い
た
。
あ
る
と
き
世
尊
は
王
舎
城
の
カ
ラ
ン
ダ
カ
竹
林
に
住
ん
で
お
ら
れ
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た
。
そ
の
と
き
資
産
家
の
子
シ
ン
ガ
ー
ラ
は
早
く
起
床
し
王
舎
城
を
出
て
、〔
郊
外
に
至
り
、
沐
浴
し
て
〕
衣
を
浄
め
、
髪
を
浄
め
て
、

合
掌
し
て
、
東
方
・
南
方
・
西
方
・
北
方
・
下
方
・
上
方
の
各
方
角
を
礼
拝
し
た
。」
と
始
ま
る
。

　

釈
尊
は
続
け
て
、「
二　

資
産
家
の
子
よ
、
東
方
・
南
方
・
西
方
・
北
方
・
下
方
・
上
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
方
角
を
礼
拝
す
る
の
は
何

故
で
あ
る
か
？
」「
尊
者
よ
、
父
が
亡
く
な
る
と
き
に
わ
た
し
に
遺
言
し
ま
し
た
―
『
親
愛
な
る
者
よ
、
お
前
は
も
ろ
も
ろ
の
方
角
を

拝
す
べ
き
で
あ
る
。』（
…
中
略
…
）
こ
う
い
う
わ
け
で
、
衣
を
浄
め
、
髪
を
浄
め
て
、
合
掌
し
て
、
東
方
・
南
方
・
西
方
・
北
方
・
下
方
・

上
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
方
角
を
礼
拝
す
る
の
で
す
。」と
説
く
。
後
の『
六
方
礼
経（
３
）』で

は
そ
れ
ぞ
れ
の
方
角
に
四
拝
し
た
と
伝
え
て
い
る
。

　

釈
尊
は
、「
…
…
資
産
家
の
子
よ
、
立
派
な
人
の
律
に
お
い
て
は
、
六
つ
の
方
角
を
こ
の
よ
う
な
し
か
た
で
礼
拝
し
て
は
な
ら
な
い
。」

「
で
は
、
資
産
家
の
子
よ
、
聞
け
。
よ
く
注
意
せ
よ
。
わ
た
し
は
話
し
て
あ
げ
よ
う
。」
と
、
世
俗
人
の
た
め
の
倫
理
説
を
説
き
あ
た
え

る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
資
産
家
の
子
で
あ
る
シ
ン
ガ
ー
ラ
が
亡
き
父
の
遺
言
に
従
っ
て
六
つ
の
方
角
を
崇
拝
し
て
い
た
が
、
釈
尊
は
そ
れ
に
対
し

て
、
人
間
と
し
て
の
正
し
い
倫
理
を
実
践
す
る
こ
と
が
、
六
つ
の
方
角
を
崇
拝
す
る
儀
礼
の
真
の
趣
意
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
説
き
明
か
し
た
の
で
あ
る
。

「
五　

…
…
立
派
な
弟
子
は
、
決
し
て
、
貪
欲
に
よ
り
、
怒
り
に
よ
り
、
迷
い
に
よ
り
、
恐
怖
に
よ
っ
て
非
道
に
行
く
こ
と
が
な
い
。

こ
れ
ら
の
四
つ
の
し
か
た
に
よ
っ
て
、
か
れ
は
悪
い
行
い
を
し
な
い
の
で
あ
る
」

「
二
七　

資
産
家
の
子
よ
、
立
派
な
弟
子
は
六
つ
の
方
角
を
ど
の
よ
う
に
護
る
の
で
あ
る
か
？
六
つ
の
方
角
と
は
次
の
も
の
で
あ
る
と

知
る
べ
き
で
あ
る
。
東
方
は
父
母
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
南
方
は
も
ろ
も
ろ
の
師
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
西
方
は
妻
子

で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
北
方
は
友
人
・
朋
輩
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
下
方
は
奴
僕
・
傭
人
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。

上
方
は
修
行
者
・
バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。」
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こ
れ
ら
の
方
角
へ
の
崇
拝
は
、
釈
尊
以
前
の
イ
ン
ド
で
は
か
な
り
古
い
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。「
シ
ン
ガ
ー
ラ
へ
の
教
え
」
は
、

こ
れ
ら
を
大
が
か
り
に
体
系
的
組
織
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

釈
尊
は
従
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
宗
教
儀
礼
や
習
慣
を
頭
か
ら
排
斥
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
釈
尊
は
そ
れ
ら
を
一
応
名

目
的
に
は
承
認
し
、
そ
の
上
で
新
し
い
解
釈
を
与
え
、
あ
る
い
は
忘
れ
ら
れ
て
い
た
本
来
の
趣
旨
を
取
り
戻
し
、
実
質
的
内
容
的
に
そ

れ
を
改
革
し
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
儀
礼
と
し
て
の
祭
祀
を
行
な
う
の
は
、
真
の
祭
祀
で
は
な
く
て
、
人
と
し
て
の
正
し
い
道
徳

を
守
る
こ
と
が
真
の
祭
祀
で
あ
る
と
い
う
説
き
か
た
を
す
る
。
こ
の
根
本
的
な
態
度
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
も
顕
著
に
継
承
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
態
度
が
こ
こ
に
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
道
徳
説
は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
（
在
位
紀
元
前
二
六
八
年
頃
か
ら
二
三
二
年
頃
迄
）
の
詔
勅
（
岩
石
詔
勅

三
・
四
・
七
・
九
・
一
一
・
一
三
、
小
岩
石
詔
勅
、
石
柱
七
、Y

erragudi

詔
勅
）
に
出
て
く
る
教
え
と
非
常
に
良
く
似
て
い
る
。（
中
村
元

『
原
始
仏
教
の
生
活
倫
理
』
春
秋
社
、
一
九
七
八
年
、
四
六
三
〜
四
六
五
頁
）
例
え
ば
、
岩
石
詔
勅
・
三
に
よ
れ
ば
、「
父
母
に
従
順
な

れ
ば
善
な
り
。
ま
た
、
朋
友
、
親
族
、
及
び
、
バ
ラ
モ
ン
、
沙
門
に
対
す
る
布
施
は
善
な
り
。
生
類
を
屠
殺
せ
ざ
る
は
善
な
り
。
僅
か

に
費
や
し
、
僅
か
に
蓄
う
る
は
善
な
り
。」
と
の
部
分
に
、
所
謂
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
「
法
」
の
教
化
が
、
右
の
教
え
の
目
的
と
重
な
っ

て
い
た
事
が
明
ら
か
で
あ
る
と
指
摘
で
き
る
。

　

特
に
、
在
俗
信
者
の
経
済
活
動
に
つ
い
て
『
シ
ン
ガ
ー
ラ
の
教
え
』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
見
解
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。

　

①　

精
励
の
努
力

　
「
一
三　

怠
惰
に
ふ
け
る
な
ら
ば
、
実
に
こ
れ
ら
の
六
種
の
あ
や
ま
ち
が
起
き
る
の
で
あ
る
。（
一
）『
寒
す
ぎ
る
』
と
い
っ
て
仕
事

を
な
さ
ず
、（
二
）『
暑
す
ぎ
る
』
と
い
っ
て
仕
事
を
な
さ
ず
、（
三
）『
晩
す
ぎ
る
』
と
い
っ
て
仕
事
を
な
さ
ず
、（
四
）『
早
す
ぎ
る
』
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と
い
っ
て
仕
事
を
な
さ
ず
、（
五
）『
わ
た
く
し
は
は
な
は
だ
し
く
飢
え
て
い
る
』
と
い
っ
て
仕
事
を
な
さ
ず
、（
六
）『
わ
た
し
は
は
な

だ
し
く
腹
が
ふ
く
れ
て
い
る
』
と
い
っ
て
仕
事
を
な
さ
な
い
。
か
れ
は
こ
の
よ
う
に
な
す
べ
き
仕
事
に
多
く
の
口
実
を
設
け
て
い
る
の

で
、
い
ま
だ
生
じ
な
い
富
は
生
じ
な
い
し
、
ま
た
す
で
に
生
じ
た
富
は
消
滅
に
向
う
の
で
あ
る
。
資
産
家
の
子
よ
、
実
に
こ
れ
ら
六
つ

の
あ
や
ま
ち
は
、
怠
惰
に
ふ
け
る
が
ゆ
え
に
起
き
る
の
で
あ
る
」
と
。
こ
こ
で
は
協
同
作
業
に
お
け
る
怠
惰
が
非
難
さ
れ
て
い
る
。

（「『
寒
す
ぎ
る
』
と
て
仕
事
を
な
さ
な
い
」
と
い
う
事
を
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
は
説
明
し
て
言
う
。「
時
間
が
経
っ
て
か
ら
、
人
々
が
立
ち
上

が
っ
て
、『
さ
あ
、
き
み
、
仕
事
に
行
こ
う
よ
』
と
言
っ
た
と
き
に
、『
ど
う
も
寒
す
ぎ
る
。
ま
ず
骨
の
節
々
が
懐
れ
そ
う
だ
。
き
み
ら

は
行
っ
て
く
れ
。
ぼ
く
は
後
で
も
判
る
だ
ろ
う
』
と
言
っ
て
、火
を
焚
い
て
坐
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
行
っ
て
仕
事
を
す
る
が
、

他
の
人
（
＝
か
れ
）
の
仕
事
は
す
た
っ
て
し
ま
う
」
と
。
こ
こ
で
は
協
同
作
業
に
お
け
る
怠
惰
が
非
難
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。）（
中

村
元
『
原
始
仏
典
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
八
五
頁
）

　

②　

消
費
の
制
限

　
「
七　

人
の
近
づ
い
て
は
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
、
財
を
散
ず
る
六
つ
の
門
戸
と
は
何
で
あ
る
か
？
（
一
）
酒
類
な
ど
怠
惰
の
原
因
に
熱

中
す
る
こ
と
は
、
実
に
、
資
産
家
の
子
よ
、
財
を
散
ず
る
門
戸
で
あ
る
。（
二
）
時
な
ら
ぬ
の
に
街
路
を
遊
歩
す
る
こ
と
に
熱
中
す
る

こ
と
は
、財
を
散
ず
る
門
戸
で
あ
る
。（
三
）（
祭
礼
舞
踊
な
ど
）
見
せ
物
の
集
会
に
熱
中
す
る
の
は
、財
を
散
ず
る
門
戸
で
あ
る
。（
四
）

賭
博
と
い
う
遊
惰
の
原
因
に
熱
中
す
る
こ
と
、財
を
散
ず
る
門
戸
で
あ
る
。（
五
）
悪
友
に
熱
中
す
る
こ
と
、財
を
散
ず
る
門
戸
で
あ
る
。

（
六
）
怠
惰
に
ふ
け
る
こ
と
は
、
財
を
散
る
門
戸
で
あ
る
。」

　

富
の
蓄
積
を
は
か
る
た
め
に
は
、他
面
で
は
消
費
を
出
来
る
限
り
少
な
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
な
精
神
態
度
と
し
て
は
、

奢
侈
享
楽
に
ふ
け
ら
な
い
よ
う
に
、財
の
消
費
を
戒
め
、ふ
し
だ
ら
な
生
活
を
非
難
し
て
い
る
。
財
を
散
ず
る
六
つ
の
門
戸
の
う
ち（
一
）

酒
類
な
ど
怠
惰
の
原
因
に
熱
中
す
る
事
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
言
及
が
あ
る
。
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「
八　

酒
類
な
ど
怠
惰
の
原
因
に
熱
中
す
る
な
ら
ば
、次
の
六
つ
の
あ
や
ま
ち
が
生
じ
る
。
即
ち
、（
一
）
現
に
財
の
損
失
あ
り
、（
二
）

口
論
を
増
し
、（
三
）
疫
病
の
巣
窟
と
な
り
、（
四
）
悪
い
評
判
を
生
じ
、（
五
）
陰
処
を
あ
ら
わ
し
、（
六
）
第
六
の
原
因
と
し
て
智
力

を
弱
か
ら
し
め
る
。
こ
れ
ら
の
六
つ
の
あ
や
ま
ち
は
、
酒
類
な
ど
怠
惰
の
原
因
に
熱
中
す
る
と
き
に
生
じ
る
。」

　

③　

財
の
蓄
積
と
活
用

　
『
収
入
四
分
の
計
』
で
も
原
始
仏
教
に
お
い
て
は
、
家
長
た
る
も
の
は
、
勤
勉
に
生
業
に
従
事
し
て
、
か
か
る
禁
欲
的
精
励
に
よ
っ

て
や
が
て
財
を
集
積
す
る
事
を
勧
め
て
い
る
。

　
「
二
六　

こ
の
よ
う
に
財
を
集
め
て
は
、
か
れ
は
家
族
に
良
く
利
益
を
も
た
ら
す
家
長
と
な
る
。
そ
の
財
を
四
分
す
べ
し
。〔
そ
う
す

れ
ば
〕
か
れ
は
実
に
朋
友
を
結
束
す
る
。
一
分
の
財
を
み
ず
か
ら
享
受
す
べ
し
。
四
分
の
二
の
財
を
も
っ
て
、〔
農
耕
・
商
業
な
ど
の
〕

仕
事
を
営
む
べ
し
。
ま
た
〔
残
り
の
〕
第
四
分
を
蓄
積
す
べ
し
。
し
か
ら
ば
窮
乏
の
備
え
と
な
る
で
あ
ろ
う
。」

　

現
在
の
経
済
か
ら
す
れ
ば
、
右
記
の
本
旨
は
、
①
社
会
的
な
支
出
、
②
家
計
費
、
③
家
業
の
運
転
資
金
、
④
不
時
の
災
害
に
備
え
る

た
め
の
貯
蓄
の
四
分
割
と
言
え
よ
う
。
所
得
全
体
の
う
ち
の
四
分
の
三
を
、
何
ら
か
の
意
味
で
生
産
の
た
め
に
回
転
活
用
す
べ
き
で
あ

り
、
そ
れ
が
家
長
と
し
て
の
道
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
永
く
ア
ジ
ア
の
仏
教
諸
国
に
お
い
て
経
済
の
管
理
に
対
す

る
指
導
原
理
と
し
て
も
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
江
戸
時
代
の
二
宮
尊
徳
が
遂
行
し
た
「
報
恩
仕
法
」
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
も
、

こ
の
「
四
分
法
」
と
言
わ
れ
る
。

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
西
洋
近
代
初
頭
に
お
け
る
「
禁
欲
的
節
約
価
値
に
よ
る
資
本
形
成
」
を
問
題
と
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。「
獲
得
し

た
も
の
を
消
極
的
に
使
用
す
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
た
力
は
、
そ
の
―
投
下
資
本
と
し
て
の
―
生
産
的
用
途
を
促
進
せ
ず
に
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
作
用
が
い
か
に
強
か
っ
た
か
を
、正
確
に
数
字
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
全
然
不
可
能
で
あ
る
。」と
。

と
こ
ろ
が
、
す
で
に
原
始
仏
教
の
こ
の
古
代
に
お
い
て
、
投
下
資
本
の
割
合
が
、
概
数
に
も
せ
よ
、
数
字
を
以
て
明
示
さ
れ
て
い
る
事
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は
、
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。
運
転
資
金
（
投
下
資
本
）
の
準
備
を
勧
め
て
い
る
事
は
、
商
業
資
本
の
発
達
を
促
し
た
も
の
と
し
て
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。

　

仏
教
伝
道
協
会
『
仏
教
聖
典
』
に
は
、「
人
は
だ
れ
で
も
そ
の
家
計
に
つ
い
て
は
、
専
心
に
蟻
の
よ
う
に
励
み
、
蜜
蜂
の
よ
う
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
た
ず
ら
に
他
人
の
力
を
た
の
み
、
そ
の
施
し
を
待
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
努
め
て
励
ん
で
得
た
富
は
、

自
分
ひ
と
り
の
も
の
と
考
え
て
自
分
ひ
と
り
の
た
め
に
費
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
幾
分
か
は
他
人
の
た
め
に
こ
れ
を
分
か
ち
、
そ
の

幾
分
か
は
た
く
わ
え
て
不
時
の
用
に
そ
な
え
、
ま
た
国
家
の
た
め
、
社
会
の
た
め
、
教
え
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
喜
ば
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
載
っ
て
い
る
。
そ
の
教
え
の
核
心
は
、
家
長
た
る
べ
き
者
が
家
の
経
済
を
合
理
的
に
管
理
す
る
の
に
必
要
な
倫
理
規

範
や
徳
目
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。

　

種
々
の
戒
め
を
通
じ
て
み
る
と
、
全
体
の
基
調
は
、
世
俗
人
に
と
っ
て
は
、
非
常
に
禁
欲
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
極
端
な
耐
乏
生
活

を
強
要
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
仏
教
の
「
中
道
」
思
想
に
よ
り
、
収
入
と
支
出
の
均
衡
の
と
れ
た
、
当
時
の
社
会
常
識
に
よ
っ
て

適
当
と
思
わ
れ
る
生
活
水
準
の
維
持
を
承
認
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

世
尊
の
説
法
は
い
つ
も
こ
の
よ
う
に
臨
機
応
変
で
あ
り
、
こ
の
教
化
方
法
は
〝
病
に
応
じ
て
薬
を
施
す
〞
方
法
と
も
言
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、「
三
五　

こ
の
よ
う
に
説
か
れ
た
と
き
に
、
資
産
家
の
シ
ン
ガ
ー
ラ
は
世
尊
に
向
っ
て
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
世
尊
は
種
々

の
し
か
た
で
法
を
説
き
示
さ
れ
ま
し
た
。
尊
師
よ
。
わ
た
し
は
世
尊
に
帰
依
し
、
ま
た
法
と
ビ
ク
の
つ
ど
い
と
に
帰
依
し
ま
つ
る
。
願

わ
く
は
、
世
尊
が
わ
た
く
し
を
、
今
日
よ
り
以
後
、
い
の
ち
あ
る
限
り
、
帰
依
す
る
信
徒
と
し
て
受
け
た
ま
え
」
と
。
こ
こ
で
〈
シ
ン

ガ
ー
ラ
に
対
す
る
教
え
〉
と
い
う
経
典
が
終
る
。「
シ
ン
ガ
ー
ラ
へ
の
教
え
」
は
、
南
方
仏
教
で
は
在
俗
信
者
の
た
め
の
戒
律
と
し
て

重
ん
ぜ
ら
れ
、
現
在
で
も
世
俗
人
の
た
め
に
実
生
活
の
指
針
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
非
常
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　

原
始
仏
教
に
お
い
て
、
釈
尊
は
経
済
生
活
の
面
で
は
、
経
済
生
活
の
安
定
が
家
族
の
健
全
な
道
徳
生
活
を
維
持
し
、
社
会
全
体
の
秩
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序
を
維
持
す
る
た
め
の
大
切
な
前
提
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
っ
て
、「
収
入
四
分
の
計
」
の
思
想
等
に
示
さ
れ
る
家
計
の
合
理
的
管
理

を
説
き
、
消
費
生
活
に
関
す
る
根
本
精
神
と
し
て
「
少
欲
知
足
」
を
称
揚
す
る
と
共
に
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
感
謝
し
て
消
費
し
、
愛
惜

的
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
財
に
十
分
の
効
用
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

三　

大
乗
仏
教
に
見
る
経
済
倫
理
の
あ
り
方

　

原
始
仏
教
以
来
、
出
家
修
行
者
は
あ
ら
ゆ
る
生
産
活
動
か
ら
離
れ
て
、
ひ
た
す
ら
修
行
に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ

た
。
大
乗
仏
教
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
中
村
元
博
士
は
、
こ
れ
を
「
世
俗
超
越
の
倫
理
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
身

体
と
精
神
か
ら
成
っ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
、
人
間
の
目
的
は
物
質
的
な
欲
望
の
追
求
が
全
て
で
な
い
事
を
警
告
し
て
い
る
も
の
と
言

え
よ
う
。
こ
こ
に
、
出
家
修
行
者
の
反
経
済
行
為
の
真
実
の
意
味
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
大
乗
仏
教
で
は
、
積
極
的
に
財
の
価
値
を
説
い

て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
財
を
施
与
し
、
人
々
に
財
と
法
を
も
っ
て
奉
仕
す
る
と
こ
ろ
に
、
財
の
も
つ
価
値
を
実
現
す
る
事
が
で

き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
大
乗
は
民
衆
の
仏
教
で
あ
り
、
在
俗
在
家
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
経
済
倫
理
が
実
践
で

き
る
。
そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
教
え
を
説
き
う
る
立
場
に
あ
る
も
の
は
、あ
く
ま
で
出
家
修
行
者
、大
乗
に
お
け
る
出
家
の
菩
薩
で
あ
る
。

　

大
乗
仏
教
は
、
僧
院
に
引
き
こ
も
っ
て
自
ら
の
解
脱
に
の
み
専
念
す
る
従
来
の
部
派
仏
教
の
姿
勢
を
小
乗
で
あ
る
と
批
判
し
、
在
家

者
と
共
に
苦
海
を
渡
り
彼
岸
に
達
す
る
事
の
必
要
性
を
説
い
て
、
在
家
者
や
世
俗
的
活
動
に
接
近
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

出
家
者
・
在
家
者
共
に
同
じ
悟
り
・
解
脱
を
目
指
し
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
多
面
的
視
点
か
ら
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
、「
だ
れ
も
が
菩
薩
で
あ
り
、
だ
れ
も
が
仏
陀
に
な
れ
る
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
経
済
理
論
は
、
一
般
に
経
済
活
動
を
合
理
化
す
る
程
度
の
積
極
性
を
示
し
は
し
た
が
、

新
た
な
資
本
主
義
的
経
済
組
織
を
助
長
し
生
成
さ
せ
た
り
、
資
本
の
形
成
に
有
機
的
に
結
合
し
た
経
済
倫
理
の
展
開
に
至
る
こ
と
は
な
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か
っ
た
。

　

大
乗
仏
教
の
経
済
倫
理
は
、
初
期
仏
教
の
精
神
を
踏
襲
、
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、「
悉
く
資
財
を
捨
て
て
衆
生
の
意
を

満
た
す
。」「
菩
薩
は
生
活
の
資
具
を
求
め
る
人
々
に
対
し
て
生
活
の
資
具
を
授
与
す
る
。」
と
説
く
よ
う
に
、
第
一
に
施
与
の
倫
理
を

み
る
事
が
で
き
る
。
大
乗
菩
薩
の
実
践
倫
理
で
あ
る
六
波
羅
蜜
（
十
地（
４
）、

四
摂
法（

５
）も

同
じ
事
が
言
え
る
）
も
、
と
り
わ
け
施
与
の
倫
理

を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

原
始
仏
教
以
来
、
部
派
、
大
乗
、
我
が
国
の
各
宗
を
通
じ
て
説
か
れ
、
教
え
ら
れ
て
い
る
教
え
の
初
め
に
布
施
行
が
あ
げ
ら
れ
る

　

こ
の
六
波
羅
蜜
を
大
乗
仏
教
の
経
済
倫
理
と
し
て
捉
え
、
結
果
と
し
て
生
じ
る
で
あ
ろ
う
「
経
済
精
神
」
と
の
関
連
を
示
す
と
、
次

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

（
一 

）
布
施
波
羅
蜜
は
、
財
施
、
法
施
、
無
畏
施
等
を
行
い
、
慳
貪
を
対
治
、
貧
窮
を
除
く
事
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
施
与
、
社
会
奉
仕
、

共
済
、
離
欲
等
の
精
神
を
生
み
出
す
。

（
二 

）
持
戒
波
羅
蜜
は
摂
善
法
、
饒
益
有
情
戒
を
保
ち
、
悪
業
を
対
治
、
身
心
が
清
涼
で
あ
る
が
、
離
欲
、
節
制
、
節
約
、
禁
欲
の
精
神

を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。

（
三 

）
忍
辱
波
羅
蜜
は
、
耐
怨
害
忍
、
安
受
若
忍
、
諦
察
法
忍
を
行
い
、
瞋
恚
を
対
治
、
そ
の
心
の
安
住
す
る
事
を
い
う
。
陰
徳
、
堪
忍
、

忍
耐
等
の
経
済
精
神
を
よ
く
表
す
も
の
と
い
え
る
。

（
四 

）
精
進
波
羅
蜜
は
、
被
甲
精
進
、
方
便
精
進
、
饒
益
有
情
精
進
を
行
い
、
懈
怠
を
対
治
、
善
法
を
助
長
す
る
事
で
あ
る
が
、
経
済
精

神
と
し
て
は
、
労
働
、
職
業
へ
の
精
励
、
精
勤
、
勤
勉
に
直
結
し
て
い
る
。

（
五 

）
禅
定
波
羅
蜜
は
、
現
法
楽
住
静
慮
、
饒
益
有
情
精
慮
を
行
い
、
よ
く
乱
意
を
対
治
、
内
意
を
摂
持
す
る
。
堅
実
経
営
、
冷
静
な
判

断
等
の
精
神
が
考
え
ら
れ
る
。
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（
六 

）
般
若
波
羅
蜜
は
、
縁
世
俗
慧
、
縁
勝
義
慧
、
縁
有
情
慧
を
え
て
、
愚
癡
を
対
治
、
諸
法
の
実
相
を
暁
了
す
る
。
才
覚
、
算
用
、
勘

定
、
合
理
的
経
営
等
を
想
定
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
六
波
羅
蜜
の
実
践
倫
理
を
通
じ
て
職
業
生
活
が
な
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
と
、
現
世
の
労
働
、
職
業
は
六
波
羅
蜜
を

媒
介
と
し
て
宗
教
的
な
行
為
、
菩
薩
行
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
価
値
転
換
が
な
さ
れ
る
と
、
労
働
、
職
業
は
人
間
が
生

き
て
い
く
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
単
な
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
考
え
が
逆
転
し
て
、
労
働
、
職
業
自
体
が
菩
薩
行
と
し
て
聖
化
さ

れ
、
そ
れ
ら
に
宗
教
的
な
意
味
付
け
が
な
さ
れ
て
い
く
。

　

第
二
に
、
生
産
、
労
働
の
倫
理
、
職
業
倫
理
が
見
ら
れ
、
そ
の
経
済
倫
理
と
し
て
、
幸
せ
を
生
む
田
、
す
な
わ
ち
福
田（
６
）の

教
え
に
つ

な
が
り
、
こ
の
教
え
こ
そ
仏
教
に
特
有
な
社
会
事
業
の
根
本
理
念
と
な
る
「
七
福
田
」
で
あ
る
。
仏
教
に
お
け
る
公
共
社
会
事
業
を
福

田
と
呼
ぶ
。
そ
の
七
福
田
は
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。（
一
）
寺
院
等
の
建
立
、
仏
図
・
僧
房
・
堂
閣
を
興
立
す
る
事
、（
二
）
造
園
・

造
池
・
植
林
事
業
、（
三
）
医
療
活
動
、
常
に
医
薬
を
施
し
て
衆
病
を
療
し
救
う
事
、（
四
）
造
船
事
業
、
堅
牢
な
る
船
を
造
り
て
人
民

を
済
度
す
る
事
、（
五
）
橋
梁
の
施
設
、（
六
）
共
同
井
戸
の
掘
削
、道
に
近
く
井
を
作
り
て
渇
乏
せ
る
も
の
に
飲
む
事
を
得
し
む
事
、（
七
）

共
同
便
所
の
施
設
、
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
寺
院
は
貧
窮
の
者
の
安
息
の
場
所
で
も
あ
る
か
ら
、
寺
院
建
立
は
難
民
救
済
の
意
味
を
兼
ね
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

造
船
・
橋
梁
施
設
も
人
民
を
河
向
う
に
渡
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
七
福
田
は
、
全
て
、
人
々
の
生
活
を
向
上
さ
せ
、
人
々

を
安
楽
さ
せ
る
た
め
の
公
共
事
業
で
あ
る
事
が
知
ら
れ
る
。
大
乗
仏
教
が
福
田
思
想
を
説
い
た
こ
と
か
ら
は
、
今
日
に
お
い
て
も
仏
教

精
神
を
生
か
す
事
が
、
社
会
の
発
展
、
繁
栄
に
繋
が
る
所
以
で
あ
る
事
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
に
お
い
て
も
、
戦
後
の
様
々
の

社
会
保
障
制
度
に
よ
る
国
民
の
生
活
水
準
と
消
費
水
準
の
向
上
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
正
に
福
田
思
想
の
実
施
と
解
さ
れ
る
。
福

祉
社
会
の
建
設
に
お
い
て
、
上
記
の
内
容
を
お
そ
ら
く
世
界
で
最
初
に
説
き
、
実
践
し
た
の
は
大
乗
仏
教
で
あ
っ
た
事
を
お
も
え
ば
、
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そ
の
思
想
の
説
く
社
会
的
機
能
と
の
関
連
の
深
さ
に
、
認
識
を
新
た
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

わ
が
国
で
は
、
聖
徳
太
子
は
、
潅
概
排
水
の
池
や
溝
を
作
り
、
難
波
・
京
都
間
の
道
路
を
整
備
し
、
凶
年
に
備
え
て
各
地
に
屯
倉
を

置
い
た
。
福
祉
施
設
と
し
て
、四
天
王
寺
に
敬
田
院
、施
薬
院
、悲
田
院
、療
病
院
の
四
院
を
付
属
さ
せ
た
。
奈
良
時
代
の
行
基
（
道
路
・

橋
梁
）、平
安
時
代
の
空
海
（
香
川
・
満
濃
池
を
築
き
、我
が
国
最
大
の
人
工
貯
水
池
建
造
）
ら
が
実
践
し
、橋
梁
を
造
り
、造
池
を
な
し
、

本
来
の
福
田
に
は
含
ま
れ
な
い
道
路
開
発
事
業
を
も
推
進
し
た
事
は
史
上
に
残
る
偉
業
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
の
特
色
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
世
俗
の
職
業
が
宗
教
的
意
義
と
関
連
付
け
ら
れ
る
事
を
、『
法
華
経
』（
法
師
功
徳
品
、
第
十
九
）
で
は
、「
説
く
と
こ

ろ
の
教
え
は
意
味
に
随
っ
て
説
か
れ
、
皆
、
実
相
と
違
背
し
な
い
。
も
し
世
俗
の
書
物
や
、
政
治
的
な
発
言
や
、
経
済
の
こ
と
な
ど
を

説
い
て
も
、
皆
、
正
し
い
教
え
に
順
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
生
け
る
者
た
ち
の
心
の
変
化
・
心
の
動
作
・
心
の
戯
論
す
る
と
こ
ろ
を
皆

こ
と
ご
と
く
知
る
で
あ
ろ
う
。（
…
中
略
…
）
皆
こ
れ
仏
の
教
え
で
あ
っ
て
、
真
実
で
な
い
も
の
は
な
く
、
ま
た
過
去
の
諸
仏
の
経
の

中
に
説
か
れ
て
い
た
教
え
な
の
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
。

　

第
三
に
、
財
に
対
す
る
欲
望
を
規
制
す
る
商
人
倫
理
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
『
菩
薩
地
持
経（
７
）』

に
説
か
れ
る
四
十
七
戒
の
中
で
、「
他
人
の
財
物
を
盗
む
こ
と
を
得
ず
」、「
他
人
の
財
物
を
貪
り
利
す
る
こ
と
を
得

ず
」
と
説
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
長
き
尺
を
も
ち
て
人
を
侵
す
こ
と
を
得
ず
」、「
短
き
尺
を
も
ち
て
人
を
欺
く
こ
と
を
得
ず
」

と
説
き
、
不
正
に
計
器
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
さ
れ
て
い
る
。
商
人
は
物
の
売
買
に
お
い
て
、
正
し
い
計
器
を
用
い
る

べ
き
事
を
説
い
た
商
人
倫
理
で
あ
る
。

　

第
四
に
、
自
利
利
他
行
が
あ
げ
ら
れ
る
。
自
利
と
は
自
ら
利
す
る
意
で
、
努
力
精
進
し
て
修
行
の
功
徳
を
積
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
悟
り
な
ど
の
効
果
を
自
ら
で
受
取
る
。
利
他
は
、
他
を
利
す
る
意
で
、
自
ら
の
善
行
に
よ
る
功
徳
を
諸
々
の
有
情
の
救
済

の
た
め
に
回
向
し
、
衆
生
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
を
い
い
、
こ
の
両
面
を
兼
ね
備
え
た
行
為
が
菩
薩
の
実
践
道
と
さ
れ
て
い
る
。
自
己
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自
身
を
利
益
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
他
の
す
べ
て
を
利
益
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
と
し
て
の
最
高
の
自
覚
が
完
成
さ
れ
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
。

　

人
間
完
成
と
は
個
人
的
な
人
間
完
成
で
は
な
く
、
こ
と
ば
の
優
れ
た
意
味
に
お
い
て
、
全
て
の
人
々
、
社
会
の
全
体
、
一
切
衆
生
を

あ
げ
て
の
人
間
完
成
で
あ
る
。
全
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
仏
性
の
開
顕
と
言
え
よ
う
。

四　
「
少
欲
知
足
」（
小
欲
知
足
）
の
あ
り
方

　

次
に
、
仏
教
的
指
針
と
し
て
最
も
引
用
さ
れ
る
の
が
、「
少
欲
知
足（

８
）」

で
あ
る
。

　

仏
典
に
説
か
れ
る
「
少
欲
知
足
」
に
関
す
る
言
葉
を
例
示
す
れ
ば
、釈
尊
は
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
に
お
い
て
、「
足
る
こ
と
を
知
り
、

わ
ず
か
の
食
物
で
暮
ら
し
、
雑
務
少
な
く
、
生
活
も
ま
た
簡
素
で
あ
り
、
諸
々
の
感
官
が
静
ま
り
、
聡
明
で
、
高
ぶ
る
こ
と
な
く
、
諸
々

の
家
で
貪
る
こ
と
が
な
い
」「
腹
を
減
ら
し
て
、食
物
を
節
し
、小
欲
で
あ
っ
て
、貪
る
こ
と
な
か
れ
。
か
れ
は
貪
り
食
う
欲
望
に
厭
き
て
、

無
欲
で
あ
り
、
安
ら
ぎ
に
帰
し
て
い
る
」
と
、
説
い
て
い
る
部
分
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

近
代
経
済
学
が
欲
望
を
無
条
件
に
肯
定
し
、
消
費
の
無
限
な
る
拡
大
を
経
済
発
展
・
経
済
成
長
の
下
、
欲
望
肥
大
化
と
共
に
遂
行
し

て
き
た
結
果
、
人
類
は
環
境
破
壊
を
始
め
と
す
る
多
く
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
危
機
的
状
態
か
ら
の
脱
却
に
は
、
仏

教
の
教
え
る
「
少
欲
知
足
」
の
価
値
観
に
正
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
。

　

仏
教
は
、
極
端
な
禁
欲
主
義
と
極
端
な
快
楽
主
義
と
の
両
方
を
否
定
す
る
「
中
道
」
を
標
榜
し
て
お
り
、
欲
望
を
絶
対
的
に
否
定
し

な
い
が
、
そ
の
無
限
な
拡
大
に
も
反
対
す
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
少
欲
知
足
」
と
し
て
知
ら
れ
る
仏
教
の
立
場
で
あ
る
。
欲
望
に
無

限
が
な
い
と
す
れ
ば
、
何
処
か
で
満
足
す
る
事
を
知
ら
な
い
限
り
、
人
は
不
幸
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
人
の
心
が
ど
こ

か
で
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
出
来
る
だ
け
少
な
い
欲
望
で
満
足
す
る
事
が
最
も
経
済
的
で
あ
る
。
た
と
え
如
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何
に
多
く
の
手
段
を
用
い
て
経
済
的
に
豊
か
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
人
間
の
精
神
が
浄
化
さ
れ
な
い
限
り
、
決
し
て
良
き
社
会
実
現
へ

向
か
う
事
は
出
来
な
い
と
言
え
よ
う
。
現
代
の
人
類
は
、
少
欲
知
足
の
精
神
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
切
な
の
は
、
欲
望
の
質

と
、
何
を
ど
こ
ま
で
求
め
る
か
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
感
覚
で
あ
ろ
う
。
心
の
知
足
度
が
豊
か
さ
の
基
準
と
い
え
よ
う
。「
知
足
」
が
い
ま

だ
に
新
鮮
な
の
は
、
こ
れ
が
い
ま
だ
に
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
と
言
え
よ
う
。

五　
「
仏
教
経
済
学
」の
必
要
性
―
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ（E. F. Schum

acher

）氏
と
井
上
信
一
氏
の
主
張
―

　

１　

シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
著
『
ス
モ
ー
ル
・
イ
ズ
・
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
―
人
間
中
心
の
経
済
学
―
』

　

シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
は
、「
経
済
学
者
の
観
点
か
ら
み
て
、仏
教
徒
の
生
活
が
す
ば
ら
し
い
の
は
、そ
の
様
式
が
き
わ
め
て
合
理
的
な
こ
と
、

つ
ま
り
驚
く
ほ
ど
わ
ず
か
な
手
段
で
も
っ
て
十
分
な
満
足
を
得
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。」「
唯
物
主
義
者
が
主
と
し
て
モ
ノ
に
関
心
を
払

う
の
に
対
し
て
、
仏
教
徒
は
解
脱
に
主
た
る
関
心
を
向
け
る
。
仏
教
経
済
学
の
基
調
は
、
し
た
が
っ
て
簡
素
と
非
暴
力
で
あ
る
」
と
述

べ
、「
仏
教
経
済
学
」
の
意
義
を
主
張
し
た
。
彼
は
、
一
貫
し
て
現
代
経
済
学
に
対
す
る
批
判
的
視
点
に
た
ち
、「
仏
教
経
済
学
が
適
正

規
模
の
消
費
で
人
間
と
し
て
の
満
足
を
極
大
化
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、「
現
代
経
済
学
者
は
、
適
正
規
模
の
生
産
努
力
で
消
費

を
極
大
化
し
よ
う
と
す
る
。
消
費
を
適
正
規
模
に
抑
え
る
生
活
様
式
を
と
る
に
は
、
最
大
限
の
消
費
へ
の
欲
求
を
満
た
す
場
合
よ
り
は

る
か
に
少
な
い
努
力
で
足
り
る
こ
と
は
見
や
す
い
道
理
で
あ
る
。」「
生
活
水
準
を
測
る
場
合
、
多
く
消
費
す
る
人
が
消
費
の
少
な
い
人

よ
り
豊
か
で
あ
る
と
言
う
前
提
に
立
っ
て
、
年
間
消
費
量
を
尺
度
に
す
る
。
仏
教
経
済
学
者
に
い
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
方
法
は
大
変
不
合

理
で
あ
る
。
そ
の
わ
け
は
、
消
費
は
人
間
が
幸
福
を
得
る
一
手
段
に
す
ぎ
ず
、
理
想
は
最
小
限
の
消
費
で
最
大
限
の
幸
福
を
得
る
こ
と

に
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
仏
教
経
済
学
の
研
究
を
、
精
進
や
宗
教
の
価
値
よ
り
も
経
済
成
長
の
ほ
う
が
重
要

だ
と
信
じ
て
い
る
人
た
ち
に
も
す
す
め
た
い
の
は
、
現
在
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
て
い
る
困
難
と
将
来
の
予
想
と
の
二
つ
を
考
え
て
の
こ
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と
で
あ
る
。
問
題
は
「
近
代
的
成
長
」
を
と
る
か
、「
伝
統
的
停
滞
」
を
選
ぶ
か
の
選
択
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
正
し
い
経

済
成
長
の
道
、
物
質
主
義
者
の
無
頓
着
と
伝
統
主
義
者
の
沈
滞
の
間
の
中
道
、
つ
ま
り
八
正
道
の
「
正
し
い
生
活
」
を
見
い
だ
す
こ
と

で
あ
る
。」
と
述
べ
、「
わ
ず
か
な
手
段
（
コ
ス
ト
）
で
も
っ
て
十
分
な
満
足
（
効
用
）
を
得
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
同
著

第
四
章
「
仏
教
経
済
学
」
を
終
え
る
。

　
「
こ
れ
ら
の
引
用
し
た
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
同
著
で
展
開
さ
れ
た
、『
仏
教
経
済
学
』
と
い
う
言
葉
が
活
字
と
し
て

現
れ
た
最
初
で
あ
ろ
う
。」
と
指
摘
し
た
の
が
、
次
節
に
述
べ
る
井
上
信
一
氏
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
仏
教
徒
の
立
場
か
ら
シ
ュ
ー

マ
ッ
ハ
の
「
仏
教
経
済
学
」
を
推
進
し
て
い
る
の
が
、
タ
イ
の
僧
侶
プ
ラ
ユ
デ
ュ
・
ア
ラ
ヤ
ン
グ
ク
ン
・
パ
ユ
ッ
ト
（Prayudh 

A
rayangkun Payutto

）
師
（
一
九
三
九
〜
）
で
あ
り
、
自
著
〝Buddhist Econom

ics -A
 M
iddle W

ay for the M
arket 

Place

〞（Buddhadham
m
a Foundation,1992

）
に
て
展
開
し
て
い
る
。
パ
ユ
ッ
ト
師
は
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
が
そ
の
「
仏
教
経
済
学
」

の
出
発
点
と
し
た
八
正
道
の
一
つ
で
あ
る
「
正
し
い
生
活
」（「
正
命
」）
の
意
義
と
内
容
を
、
僧
侶
の
立
場
か
ら
さ
ら
に
明
確
に
し
た

と
い
え
る
。
特
に
、
パ
ユ
ッ
ト
師
は
、
仏
教
が
釈
尊
の
時
代
か
ら
、
飢
え
や
貧
し
さ
の
克
服
に
は
深
い
関
心
を
も
っ
て
き
た
こ
と
を
同

著
に
お
い
て
強
調
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
飢
え
た
人
、
貧
し
い
人
に
は
ダ
ル
マ
（
法･

真
理
）
に
耳
を
傾
け
る
余
裕
が
生
れ
て
こ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
り
と
て
、
富
を
誇
る
立
場
も
ま
た
ダ
ル
マ
を
無
視
し
が
ち
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
パ
ユ
ッ
ト
師
は
、
貧
・
富
の
両

極
端
を
離
れ
る
「
中
道
経
済
学
」
が
人
間
の
真
の
幸
福
を
実
現
す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
と
主
張
す
る
。

そ
し
て
、「
中
道
」
と
は
、「
適
量
（Just the right am

ount
）」
の
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
仏
教
徒
の
生
活
を
貫
く
基
本
的
な

基
準
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。「
適
量
」
と
は
、
節
約
を
知
る
と
い
う
事
で
あ
り
、「
バ
ラ
ン
ス
、
平
衡
」
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
で
は

何
が
「
適
量
な
の
か
」
そ
れ
は
人
が
満
足
だ
と
感
じ
る
内
容
が
真
の
幸
福
と
一
致
す
る
点
に
あ
る
。
従
っ
て
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
は
、

い
か
な
る
経
済
活
動
も
、
真
の
幸
福
や
人
生
の
質
を
増
進
、
維
持
す
る
手
段
で
あ
り
、
そ
の
逆
は
あ
り
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
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２　

井
上
信
一
著
『
地
球
を
救
う
経
済
学
』

　

現
代
に
お
い
て
国
内
で
初
め
て
「
仏
教
経
済
学
」
の
意
義
・

重
要
性
を
指
摘
し
た
の
が
井
上
信
一
氏
で
あ
り
、
同
氏
は
、
自

説
を
『
地
球
を
救
う
経
済
学
』
お
よ
び
「
や
さ
し
い
仏
教
経

済
学
」
シ
リ
ー
ズ
『
大
法
輪
』（
第
六
二
巻
二
‐
四
号
、
平
成

一
二
年
）
で
展
開
し
て
い
る
。

　

井
上
信
一
氏
は
、
自
ら
の
永
年
に
わ
た
る
銀
行
家
（
日
本
銀

行
、
宮
崎
銀
行
在
職
）
と
し
て
の
業
務
環
境
を
通
じ
て
、
仏
教

と
経
済
を
融
合
す
る
事
を
通
じ
て
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
経
済

学
の
構
築
に
努
め
ら
れ
た
、
数
少
な
い
経
済
人
で
あ
る
。

　
「
仏
教
経
済
学
」
は
、シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
が
『
ス
モ
ー
ル
・
イ
ズ
・

ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
（Sm

all is Beautiful

：Econom
ics as if 

People M
attered

）
の
第
四
章
「
仏
教
経
済
学
（Buddhist 

Econom
ics

）」
を
記
述
す
る
迄
は
、
実
態
は
無
き
に
等
し
い

も
の
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
の
主
張
の
本
質
は
、
大
量
生

産
・
大
量
販
売
・
大
量
消
費
と
い
う
地
球
環
境
の
汚
染
・
破
壊

を
防
ぐ
中
間
技
術
の
提
唱
と
「
正
命
」
と
い
う
正
し
い
生
き

方
の
追
求
と
実
践
の
必
要
性
に
あ
っ
た
。
井
上
信
一
氏
も
晩
年

　表１　仏教経済学における井上信一氏とシューマッハ氏の比較

主要項目 井上信一氏 シューマッハ氏

基本的態度 キリスト教・西洋近代批判 西洋近代批判・西洋中世は肯定

依って立つ根拠 浄土真宗 ローマカソリック

キーワード １）二つの気づき 「正しい生活」（正命＝生き方）

２）「三つの柱」

人間観 感謝・謝罪・自利利他円満 自己否定（懺悔）・利他主義

経済主体 自利利他円満 正しい生活

消費 少欲知足 最少の手段で最大の満足

財 宇宙からの預かりもの 一次財と二次財を区別

農業 宇宙の命に触れる 中間技術による開発に限定

職業経験 銀行員 経済顧問

（出所：駒澤大学仏教経済研究所編　『仏教経済研究』第30号）
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に
、
自
身
が
信
心
す
る
浄
土
真
宗
の
立
場
か
ら
こ
の
二
つ
の
問
題
を
考
察
す
る
事
に
力
を
注
が
れ
、
自
ら
の
仏
教
経
済
学
の
樹
立
を
目

指
さ
れ
た
。
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
協
会
（T

he Schm
acher Society, Briton,U

.K
.

）
か
ら
同
氏
に
論
文
を
要
請
さ
れ
た
事
も
同
氏
の
主

張
が
高
く
評
価
さ
れ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
る
。そ
の
日
常
に
お
け
る
研
鑽
の
一
端
が
駒
澤
大
学
仏
教
経
済
研
究
所
で
の
活
動
で
あ
り
、

長
年
に
わ
た
る
『
歎
異
抄
』
研
究
の
実
践
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

同
氏
の
説
く
「
仏
教
経
済
学
の
本
質
―
「
地
球
を
救
う
経
済
学
―
仏
教
か
ら
の
提
言
」
か
ら
―
」
は
、「
二
つ
の
気
づ
き
」
を
基
礎

と
し
た
「
三
つ
の
柱
」
を
立
て
、
自
身
の
直
観
的
視
野
を
駆
使
し
た
思
索
を
特
徴
と
す
る
。「
二
つ
の
気
づ
き
」
と
は
、
①
「
ア
リ
ガ

タ
イ
」（
生
か
さ
れ
て
い
る
事
に
気
づ
く
）
②
「
ス
マ
ナ
イ
」（
生
か
さ
れ
て
い
る
事
に
気
付
か
ぬ
自
身
に
気
づ
く
）
で
あ
る
。「
三
つ

の
柱
」
と
は
、
①
「
自
利
利
他
円
満
の
経
済
学
」
②
「
平
和
の
経
済
学
」
③
「
地
球
を
救
う
経
済
学
」
で
あ
る
。
こ
の
五
つ
の
精
神
に

則
り
、
主
著
『
地
球
を
救
う
経
済
学
―
仏
教
か
ら
の
提
言
―
』
に
お
い
て
、
右
記
の
三
つ
の
柱
を
強
調
し
て
、
仏
教
経
済
学
の
全
体
像

を
提
起
す
る
。
こ
れ
ら
の
論
点
は
、
元
よ
り
完
成
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
趣
旨
は
普
遍
的
な
視
野
の
提
示
で
あ
る
が
、
そ
の
精
神

的
根
底
に
は
、
浄
土
真
宗
の
信
仰
の
立
場
が
あ
っ
た
。

　

表
１
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
同
氏
が
志
向
し
た
仏
教
経
済
学
と
は
、
シ
ュ
ー
マ
ッ
ハ
の
前
著
の
展
開
が
、
カ
ソ
リ
ッ
ク
に
立
脚
し
、

か
つ
ビ
ル
マ
（
現
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
政
府
の
経
済
顧
問
と
し
て
、
長
く
、
現
実
の
経
済
に
捉
わ
れ
ず
理
想
的
な
経
済
を
追
求
し
た
事
に
基

づ
く
の
に
対
し
て
、
同
氏
は
長
期
の
銀
行
員
（
日
本
銀
行
、
宮
崎
銀
行
在
職
）
の
経
歴
を
通
じ
て
、
日
本
経
済
の
現
状
を
直
視
し
、
金

融
機
関
、
労
働
組
合
の
役
割
を
肯
定
し
た
上
で
の
仏
教
経
済
の
意
義
を
追
求
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
が
明
確
で
あ
る
。
五
つ
の

精
神
に
基
づ
く
謙
虚
さ
を
真
摯
に
生
き
抜
く
姿
勢
は
多
く
の
人
心
を
掴
み
離
さ
な
か
っ
た
。

　

前
段
の「
ア
リ
ガ
タ
イ
」と「
ス
マ
ナ
イ
」に
つ
い
て
同
氏
は
こ
の
二
つ
の
気
付
き
は
、「
縁
起
の
教
理
」の
現
代
的
表
現
で
あ
る
と
示
し
、

我
々
は
宇
宙
、生
物
等
の
様
々
な
物
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。「
二
つ
の
気
付
き
」
は
浄
土
教
の
「
二
種
深
心
」
の
現
代
版
で
、「
自
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灯
明
法
灯
明
」
の
精
神
で
あ
る
と
説
く
。

　

そ
し
て「
三
つ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
」に
つ
い
て
は
、ま
ず「
自
利
利
他
円
満
の
経
済
学
」と
は
、経
済
行
為
に
お
い
て
、「
自
分
の
利
益
だ
け
」

で
は
な
く
、「
他
人
様
の
利
益
の
中
で
自
分
の
利
益
を
考
え
る
」
と
い
う
発
想
で
あ
り
、
親
鸞
著
『
浄
土
和
讃
』
の
「
自
利
利
他
円
満
」

の
思
想
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
面
と
共
に
経
済
面
に
も
、
滲
み
出
る
地
下
水
の
如
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

次
に
「
平
和
の
経
済
学
」
と
は
、
仏
教
の
一
大
特
色
に
宗
教
戦
争
を
し
た
事
が
な
い
事
実
に
関
連
す
る
。「
不
殺
生
」
の
戒
が
あ
げ

ら
れ
る
由
縁
で
あ
る
。「
殺
す
な
か
れ
」
の
戒
律
は
全
て
の
い
の
ち
を
対
等
に
見
る
徹
底
し
た
平
等
観
に
基
づ
く
寛
容
の
精
神
で
あ
り
、

仏
教
の
教
え
を
「
〜
し
た
い
心
か
ら
の
解
放
」
に
置
く
事
に
も
あ
ろ
う
。
対
外
的
な
平
和
と
は
、
先
ず
国
内
平
和
が
保
た
れ
て
こ
そ
可

能
で
あ
る
。
そ
の
精
神
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
示
し
た
平
和
政
策
の
第
三
に
「
徹
底
し
た
寛
容
」
と
し
て
あ
る
。
現
在
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王

の
石
柱
と
し
て
知
ら
れ
、
石
柱
の
図
柄
（
サ
ル
ナ
ー
ト
に
、
法
輪
の
刻
ま
れ
た
台
座
の
上
に
四
頭
の
ラ
イ
オ
ン
が
背
中
合
わ
せ
に
坐
っ

て
い
る
彫
刻
を
ほ
ど
こ
し
た
石
柱
）
を
デ
ザ
イ
ン
化
し
た
石
柱
は
イ
ン
ド
国
旗
の
紋
章
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
思
想
は
、

そ
の
後
、
聖
徳
太
子
の
「
十
七
条
憲
法
」
に
継
承
さ
れ
、
同
十
条
に
お
い
て
平
和
の
根
本
精
神
が
正
し
く
把
握
さ
れ
、
仏
教
精
神
が
現

実
の
政
策
に
影
響
を
与
え
た
例
と
な
っ
て
い
る
。

　

西
欧
社
会
で
、
信
教
の
自
由
が
公
に
主
張
さ
れ
た
の
は
、
一
六
八
九
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
が
発
表
し
た
『
寛
容
に
関

す
る
書
簡
』
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
し
て
、
仏
教
の
他
の
宗
教
に
対
す
る
寛
容
及
び
信
教
の
自
由
に
関
す
る
伝
統
の
深

さ
は
驚
嘆
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。

　

井
上
氏
は
、
第
一
条
「
和
を
も
っ
て
貴
し
と
為
す
」
を
日
本
的
経
営
の
真
髄
と
意
義
づ
け
た
。

　

最
後
に
「
地
球
を
救
う
経
済
学
」
と
は
、
同
氏
は
「
仏
教
的
な
思
想
が
、
地
球
の
危
機
を
救
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
私

は
仏
教
的
な
思
想
に
よ
っ
て
し
か
地
球
は
救
わ
れ
な
い
、
と
思
う
の
だ
」
と
語
り
、「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性　

草
木
国
土
悉
皆
成
仏
」
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と
説
く
仏
教
は
、
全
て
の
も
の
は
宇
宙
と
い
う
大
き
な
命
の
一
部
と
理
解
す
る
。
現
在
「
地
球
に
優
し
い
」
と
い
う
言
葉
が
流
行
し
て

い
る
が
、「
地
球
に
わ
び
る
」
の
が
仏
教
の
本
心
で
あ
り
、
こ
の
心
の
上
に
立
つ
経
済
学
こ
そ
が
、「
地
球
を
救
う
経
済
学
」
で
あ
り
、

カ
ネ
を
中
心
と
し
た
経
済
学
に
「
命
」
が
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
時
が
来
て
い
る
と
考
え
る
。

　

井
上
氏
は
各
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
前
書
内
で
、
経
済
主
体
、
消
費
、
労
働
と
労
働
組
合
、
競
争
、
生
産
と
仕
事
、
家
計
、
農

業
、
経
済
原
則
、
政
治
と
福
祉
、
財
政
政
策
と
教
育
、
カ
ネ
、
自
由
を
掲
示
し
て
、
各
章
か
ら
仏
教
経
済
学
を
展
開
し
た
。
本
稿
で
は
、

次
の
三
点
か
ら
概
要
し
た
い
。

　
（
１
）　
「
モ
ッ
タ
イ
ナ
イ
」
と
「
少
欲
知
足
の
幸
福
」
に
つ
い
て

　
「
モ
ッ
タ
イ
ナ
イ
」（
勿
体
な
い
）は
昨
今
の
流
行
語
で
あ
る（
ケ
ニ
ア
元
環
境
副
大
臣
で
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
者
で
あ
る
ワ
ン
ガ
リ
・

マ
ー
タ
イ
（W

angari M
uta M

aathai
）
女
史
〔
一
九
四
〇
年
〜
二
〇
一
一
年
〕
が
二
〇
〇
五
年
国
連
の
京
都
議
定
書
関
連
の
会
議

で
来
日
時
に
こ
の
言
葉
と
意
味
を
知
り
、
そ
の
後
多
く
の
国
際
会
議
で
唱
和
し
た
事
で
有
名
に
な
っ
た
）
が
、
仏
教
経
済
学
は
、
宇
宙

に
包
ま
れ
た
人
間
と
経
済
と
を
問
題
と
し
、
現
実
の
経
済
活
動
の
根
本
は
「
消
費
」
で
あ
る
と
考
え
、
消
費
の
因
っ
て
た
つ
源
は
欲
望

で
あ
り
、
欲
望
に
は
個
体
保
存
欲
（
食
欲
）
と
、
種
族
保
存
欲
（
性
欲
）
が
あ
る
と
捉
え
る
。

　

仏
教
で
は
こ
の
基
礎
的
な
欲
望
を
肯
定
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
命
が
保
た
れ
て
い
る
と
把
握
す
る
。「
末
那
識
」
と
結
ん
だ
自
己
中

心
欲
を
「
自
我
へ
の
と
ら
わ
れ
」・
我
執
と
称
し
、
最
も
警
戒
す
る
。「
勿
体
な
い
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
仏
教
経
済
学
の
消
費
に
対
す
る

考
え
を
集
約
し
た
も
の
と
提
起
す
る
。

　

哲
学
者
の
カ
ー
ラ
イ
ル
は
「
経
済
的
幸
福
」
を
、
財
を
分
子
、
欲
望
を
分
母
と
す
る
分
子
式
で
表
し
、
分
子
は
算
術
級
数
式
に
、
分

母
は
幾
何
級
数
的
に
増
加
す
る
と
付
言
し
た
。
分
子
を
大
き
く
す
る
事
に
よ
っ
て
、
幸
せ
に
な
ろ
う
と
す
る
の
が
欧
米
式
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
分
母
を
小
さ
く
し
よ
う
と
す
る
の
が
東
洋
式
、
仏
教
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ブ
ー
タ
ン
の
Ｇ
Ｎ
Ｈ
（
国
民
総
幸
福
量
）
の
考
え
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方
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。

　

仏
教
経
済
学
の
消
費
観
は
ま
さ
に
そ
の
欲
望
の
抑
制
、
す
な
わ
ち
「
少
欲
知
足
」
を
唱
え
て
い
る
。「
少
欲
知
足
」
の
精
神
は
、
龍

安
寺
の
つ
く
ば
い
（
手
洗
鉢
）
に
彫
ら
れ
た
「
吾
唯
足
知
」
の
句
に
正
に
示
さ
れ
、
そ
れ
は
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
感
慨
で
も
あ

る
。
仏
教
で
は
、
足
る
を
知
る
こ
と
を
知
る
の
は
贅
沢
な
英
知
で
あ
り
、
逆
に
足
る
こ
と
を
知
ら
な
い
心
情
は
餓
鬼
と
さ
れ
る
。

　
「
モ
ッ
タ
イ
ナ
イ
」
こ
そ
、
仏
教
経
済
学
の
消
費
に
対
す
る
考
え
方
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
経
済
学
で
は
、
生
産
、
利
益

が
多
い
ほ
ど
、
優
良
と
い
え
る
が
、
仏
教
経
済
学
で
は
、
地
球
上
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
を
活
か
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
重
要

な
尺
度
で
あ
り
、
地
球
環
境
保
全
へ
の
貢
献
度
で
も
あ
る
。
消
費
量
は
決
し
て
幸
福
の
尺
度
で
な
い
事
を
一
刻
も
早
く
我
々
が
気
付
か

ね
ば
な
ら
な
い
。「
モ
ッ
タ
イ
ナ
イ
」
と
は
、夫
々
の
存
在
の
尊
さ
、値
打
ち
、い
の
ち
等
の
価
値
を
無
駄
に
す
る
事
へ
の
警
鐘
で
あ
る
。

ま
た
利
益
と
は
道
元
が
自
著
『
正
法
眼
蔵
』
の
中
で
、「
愚
人
思
わ
く
は
利
他
を
先
と
せ
ば
自
ら
の
利
省
か
れ
ぬ
べ
し
と
。
爾
に
は
あ

ら
ざ
る
な
り
。
利
行
は
一
法
な
り
。
普
く
自
他
を
利
す
る
な
り
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
利
利
他
円
満
の
実
践
で
あ
り
、「
利
益

の
追
求
は
自
利
と
利
他
が
一
つ
に
な
っ
た
行
為
」の
意
味
で
あ
る
。正
に
、利
益
は
目
的
で
は
な
く
結
果
で
あ
る
事
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
２
）　

家
計
に
つ
い
て
―
分
か
つ
心
が
原
点
―

　

近
代
経
済
学
で
は
、
消
費
の
大
き
さ
が
幸
せ
の
大
き
さ
を
決
め
る
と
の
考
え
が
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
現
金
収
入
を
増
加
さ
せ
る

事
が
中
心
課
題
で
あ
り
、
国
民
総
支
出
（
Ｇ
Ｎ
Ｅ
）
の
大
き
さ
が
各
国
の
幸
せ
の
尺
度
で
あ
る
と
の
思
い
込
み
が
あ
っ
た
。
仏
教
経
済

学
で
は
、
家
計
こ
そ
人
間
が
独
立
し
て
生
き
る
基
本
で
あ
る
事
は
、「
人
は
、
だ
れ
で
も
そ
の
家
計
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
専
心
に
蟻

の
よ
う
に
励
み
、
蜜
蜂
の
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
た
ず
ら
に
他
人
の
力
を
た
の
み
、
そ
の
施
し
を
待
っ
て
は
な
ら
な
い
」

と
、『
六
方
礼
経
』
に
記
さ
れ
た
こ
と
ば
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
。
家
計
の
あ
り
方
が
、
個
人
と
そ
の
家
庭
を
条
件
付
け

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
近
代
経
済
学
で
は
消
費
の
大
き
さ
が
幸
せ
の
大
き
さ
を
決
め
る
と
の
考
え
が
あ
り
、
現
代
の
社
会
問
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題
（
主
婦
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
、
子
供
の
鍵
っ
子
）
等
は
、
仏
教
経
済
学
と
し
て
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
所
以
と
な
っ
て
い
る
。
仏
教

で
は
、
布
施
を
大
切
に
し
、
分
か
つ
物
が
な
く
て
も
「
無
財
の
七
施
」
も
立
派
な
布
施
と
さ
れ
る
。
釈
尊
は
、
財
の
四
分
法
を
説
き
、

収
入
を
家
計
費
、
社
会
的
支
出
、
運
転
資
金
、
貯
蓄
に
分
け
る
事
を
勧
め
て
い
る
。「
努
め
励
ん
で
（
労
働
）
得
た
富
は
自
分
ひ
と
り

の
も
と
と
考
え
て
自
分
ひ
と
り
の
た
め
に
費
や
し
て
（
消
費
）
は
な
ら
な
い
。
そ
の
幾
分
か
は
、
た
く
わ
え
て
不
時
の
用
に
そ
な
え
、

ま
た
国
家
の
た
め
、
社
会
の
た
め
、
教
え
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
喜
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、『
法
句
譬
喩
経
』
に
お
い

て
も
説
い
て
い
る
。

　
（
３
）　

福
祉
に
つ
い
て

　

仏
教
は
日
本
で
の
近
代
化
推
進
の
過
程
に
お
い
て
は
、
明
治
初
期
で
は
、
貧
困
・
公
害
に
苦
し
む
人
々
に
対
し
社
会
政
策
と
し
て
殆

ど
役
割
を
果
た
し
え
ず
、
明
治
三
〇
年
代
に
な
っ
て
、
仏
教
の
慈
悲
観
を
近
代
社
会
に
位
置
付
け
る
事
が
主
張
さ
れ
た
が
、
清
沢
満
之

は
「
慈
善
を
す
る
」
と
い
う
思
い
上
が
り
を
戒
め
た
。
そ
し
て
、
慈
善
を
自
著
『
精
神
講
話
』
の
中
の
「
わ
が
信
念
」
に
お
い
て
「
私

の
信
念
は
大
略
か
く
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
点
よ
り
言
え
ば
、
如
来
は
私
に
対
す
る
無
限
の
慈
悲
で
あ
る
。（
…
中
略
…
）

か
く
し
て
私
の
信
念
は
、
無
限
の
慈
悲
を
信
じ
る
の
で
あ
る
。
無
限
の
慈
悲
な
る
が
ゆ
え
に
、
信
念
確
定
の
そ
の
時
よ
り
、
如
来
は
私

を
し
て
た
だ
ち
に
平
穏
と
安
楽
と
を
得
し
め
た
も
う
。」
と
述
べ
、正
に
、自
利
利
他
一
如
の
如
来
に
よ
る
慈
善
と
し
て
捉
え
た
こ
と
は
、

極
め
て
重
要
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
今
後
の
仏
教
的
福
祉
の
方
向
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仏
教
経
済
学
の
福
祉
は
、
全

て
の
人
が
仏
の
子
で
あ
る
と
の
自
覚
か
ら
出
発
す
る
事
が
必
要
で
あ
り
、
決
し
て
強
者
か
ら
弱
者
へ
の
憐
み
で
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
意
味
で
、「
自
利
利
他
一
如
の
如
来
に
よ
る
慈
善
」
は
、
福
祉
の
根
本
に
く
る
言
葉
で
あ
ろ
う
。

　

欧
米
経
済
学
の
福
祉
は
、
初
期
資
本
主
義
の
下
に
お
け
る
労
働
者
の
悲
惨
な
労
働
条
件
と
生
活
を
、
国
家
の
力
に
よ
り
緩
和
修
正
し

よ
う
と
す
る
企
図
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
労
働
者
の
力
で
経
済
の
屋
台
骨
を
ひ
っ
く
り
返
そ
う
と
し
た
の
が
社
会
主
義
・
共
産
主
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義
経
済
学
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
帰
結
は
旧
ソ
連
・
東
欧
の
実
情
で
あ
っ
た
。

　

仏
教
の
福
祉
は
、
初
め
か
ら
魂
の
向
上
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

六　

最
後
に

　

現
代
人
は
、
幸
福
で
あ
る
事
を
願
い
、
求
め
て
い
る
。
人
生
に
お
け
る
幸
福
と
は
何
か
。
そ
れ
は
先
ず
経
済
的
行
為
に
も
と
づ
い
て
、

物
質
的
に
恵
ま
れ
た
生
活
を
幸
福
と
か
、
幸
せ
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
事
が
殆
ど
で
あ
る
。
勤
勉
が
万
人
に
普
遍
的
に
要
求
さ
れ
る

の
は
、
物
質
的
に
恵
ま
れ
た
豊
か
な
生
活
を
も
た
ら
す
た
め
の
必
要
手
段
で
あ
り
、
方
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
大
切
な
の
は
、
物
質

的
に
恵
ま
れ
、
幸
せ
に
な
る
事
が
人
間
の
本
性
と
し
て
全
て
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
確
か
に
本
性
の
一
つ
に
違
い
な
い

が
、
充
足
さ
れ
た
と
し
て
も
全
て
が
満
た
さ
れ
る
も
の
で
な
い
。
勤
勉
と
徳
が
、
本
性
を
満
た
す
一
手
段
で
あ
り
、
物
質
上
の
幸
福
を

得
る
た
め
の
行
為
に
有
効
な
仕
方
で
あ
る
事
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

人
間
は
悪
と
欲
望
か
ら
容
易
に
抜
け
出
す
事
は
出
来
な
い
と
い
う
、
シ
ビ
ア
な
人
間
観
を
前
提
に
す
れ
ば
、
現
代
の
危
機
の
深
刻
さ

に
対
応
す
る
だ
け
の
強
靱
な
る
信
抑
心
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
即
ち
、
現
代
の
高
度
資
本
主
義
に
お
い
て
、「
利
潤
」
の
た
め
で
は
な
く
、

人
間
の
暮
ら
し
の
た
め
の
経
済
を
確
立
す
る
た
め
に
、
個
人
個
人
自
ら
の
心
の
変
換
（「
渇
愛
」
か
ら
「
喜
欲
」
へ
）
に
期
待
す
る
だ

け
で
な
く
、
経
済
を
め
ぐ
る
制
度
再
構
築
へ
の
取
り
組
み
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
個
人
は
あ
く
ま
で
も
欲
へ
の
誘
惑
に

負
け
や
す
い
存
在
と
い
う
事
を
認
め
た
上
で
、
法
律
や
制
度
の
力
を
借
り
て
悪
へ
の
誘
惑
を
少
し
で
も
減
ら
す
と
い
う
努
力
を
す
る
の

で
あ
る
。
個
人
へ
の
認
識
の
み
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
社
会
的
な
制
度
と
法
律
の
変
革
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
、
そ
れ
が
、
仏
教

徒
が
信
仰
に
生
き
る
た
め
の
経
済
倫
理
と
い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

経
済
倫
理
は
、
ど
こ
ま
で
も
世
俗
倫
理
で
あ
り
、
絶
対
の
心
の
安
ら
ぎ
、
安
心
は
宗
教
倫
理
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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禅
定
と
智
慧
は
人
間
性
を
深
め
る
上
で
、
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
実
践
体
系
を
大
乗
仏
教
の
立
場
か
ら
示
し
て
い
る
。
経
済
倫
理
が
単
な

る
経
済
倫
理
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
超
越
す
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
性
の
実
存
的
問
い
か
け
が
隠
さ
れ
、
そ
こ
に
お
い
て
、
経
済
倫
理

と
宗
教
と
の
接
点
を
見
出
す
事
が
出
来
よ
う
。

　

現
代
に
生
き
て
働
い
て
い
る
仏
教
を
離
れ
て
仏
教
の
存
在
理
由
は
あ
り
え
な
い
。
仏
教
を
単
な
る
過
去
の
遺
産
や
古
典
と
化
さ
し
め

な
い
た
め
に
も
、
現
状
の
布
教
教
学
活
動
に
確
固
た
る
基
礎
と
一
定
の
方
向
性
を
与
え
る
た
め
に
も
、
現
代
社
会
の
問
題
意
識
と
連
関

付
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
新
た
な
仏
教
の
創
造
へ
の
結
集
が
始
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

く
り
か
え
し
と
な
る
が
、
仏
教
に
必
要
な
経
済
倫
理
と
は
、
決
し
て
個
人
の
「
心
掛
け
」
を
説
く
事
に
主
眼
が
あ
る
の
で
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。
人
間
は
業
縁
次
第
で
何
を
行
う
か
不
明
な
存
在
で
あ
り
、
私
益
の
た
め
に
は
手
段
を
選
ば
ぬ
と
い
う
精
神
を
も
持
っ
て
い

る
事
を
熟
知
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
貪
欲
と
悪
を
抑
制
す
る
制
度
や
法
律
の
構
築
に
む
け
て
努
力
を
す
る
事
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

仏
教
の
経
済
活
動
に
た
い
す
る
基
本
的
な
態
度
と
も
言
え
よ
う
。

注（１ 

）
一
八
九
五
〜
一
九
七
三
年
。
大
正
・
昭
和
時
代
の
学
僧
。
仏
教
革
新
の
た
め
に
真
理
運
動
を
提
唱
し
、
仏
教
の
民
衆
化
・
社
会
化
に
努
め
、
戦

後
は
全
一
仏
教
運
動
を
展
開
し
た
。
浄
土
宗
の
僧
と
な
り
、
一
九
二
七
年
独
・
仏
に
留
学
後
、
仏
教
法
制
経
済
研
究
所
・
国
際
仏
教
協
会
等
を

設
立
。
一
九
三
四
年
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
放
送
で
『
法
句
経
』
を
平
易
に
講
義
後
、
反
響
大
き
く
仏
教
復
興
の
端
緒
を
開
く
と
同
時
に
、
仏
教
革
新

の
全
日
本
真
理
運
動
を
展
開
し
た
。戦
後
浄
土
宗
を
離
脱
、全
日
本
仏
教
会
初
代
事
務
総
長
と
な
る
。庶
民
的
語
り
か
け
を
し
た
努
力
は
高
く
評
価

さ
れ
る
。

（
２ 

）
原
始
仏
教
に
お
け
る
世
俗
倫
理
の
説
は
、
種
々
の
人
間
関
係
に
即
し
て
散
説
さ
れ
て
い
た
が
、
も
ろ
も
ろ
の
教
え
が
あ
る
時
期
に
体
系
化
さ
れ

る
に
至
り
、
そ
の
最
も
完
結
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
パ
ー
リ
語
の
原
始
仏
教
経
典
の
中
に
伝
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
相
当
漢
訳
が
四
種
、
漢

文
の
大
蔵
経
の
中
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
句
は
か
な
り
相
違
し
て
い
る
。
諸
本
と
し
て
①
略
号
『
パ
ー
リ
本
』
長
部
第
三
一
経　

②
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略
号
『
六
方
礼
経
』
③
略
号
『
善
生
子
経
』
④
略
号
『
善
生
経
』
第
一
二
、
第
十
九
。
原
型
の
部
分
は
、
ア
シ
ョ
ー
カ
以
前
、
恐
ら
く
は
マ
ウ

リ
ア
王
朝
以
前
に
成
立
し
た
と
考
え
て
よ
い
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
詔
勅
と
『
シ
ン
ガ
―
ラ
へ
の
教
え
』
と
の
間
に
重
大
な
差
違
は
存
在
し
な
い
と

言
え
よ
う
。

（
３ 
）
後
漢
の
安
世
高
訳
。
一
巻
。
釈
尊
が
シ
ン
ガ
―
ラ
に
対
し
在
家
者
の
倫
理
を
説
い
た
も
の
。
六
向
拝
の
法
を
念
じ
て
礼
拝
し
、こ
れ
ら
の
人
々

に
対
し
守
る
べ
き
こ
と
を
守
っ
て
常
に
行
徳
を
善
修
す
べ
き
で
あ
る
と
教
え
た
。
釈
尊
の
実
際
的
教
化
を
知
る
の
に
絶
好
の
資
料
の
一
つ
。
も

ろ
も
ろ
の
徳
が
非
常
に
具
体
的
に
、
生
き
生
き
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
原
典
に
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
翻
訳
者

が
か
な
り
加
筆
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
散
文
の
み
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）
菩
薩
修
行
の
階
位
五
二
位
中
の
第
四
一
位
か
ら
五
〇
位
迄
の
十
位
を
い
う
。
悟
り
へ
の
道
を
示
す
重
要
な
段
階
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
５ 

）
菩
薩
が
人
々
を
救
う
た
め
に
摂
め
取
る
四
種
の
方
法
で
、
原
始
仏
教
以
来
、
仏
教
の
実
践
体
系
と
し
て
広
く
説
か
れ
て
い
る
、
利
他
行
の
一
つ
。

布
施
摂
、
愛
語
摂
、
利
行
摂
、
同
事
摂
を
い
う
。

（
６ 

）
幸
福
を
生
み
だ
す
田
、
と
い
う
意
味
。
布
施
や
供
養
な
ど
の
種
を
ま
け
ば
、
か
な
ら
ず
幸
福
と
し
て
実
を
結
ぶ
こ
と
を
田
地
に
例
え
た
も
の
。

氏
天
王
寺
の
悲
田
院
・
敬
田
院
は
こ
の
考
え
を
背
景
と
し
て
造
ら
れ
た
。
呼
称
と
し
て
、
敬
田
・
恩
田
・
悲
田
を
三
福
田
と
も
よ
ぶ
。
そ
の
他

に
二
福
田
、
四
福
田
、
八
福
田
の
区
別
も
あ
る
。

（
７ 

）大
乗
菩
薩
の
修
行
の
方
法
を
詳
説
し
た
も
の
。
大
乗
戒
は
出
家
在
家
の
菩
薩
と
し
て
の
生
活
態
度
に
主
点
を
置
く
。
中
国
で
成
立
。
罪
の
重
い

十
重
禁
戒
と
罪
の
軽
い
四
十
八
軽
戒
か
ら
成
る
。

（
８ 

）
も
の
ご
と
に
お
い
て
多
く
を
欲
せ
ず
、
た
と
え
少
な
く
得
て
も
不
満
を
も
つ
こ
と
な
く
、
そ
れ
に
満
足
す
る
こ
と
。
人
間
が
自
己
の
中
に
身
に

つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
善
行
為
の
一
つ
で
あ
る
。
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