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本
師
源
信
ね
ん
ご
ろ
に

一
代
仏
教
の
そ
の
な
か
に

念
仏
一
門
ひ
ら
き
て
ぞ

濁
世
末
代
を
し
へ
け
る

（「
高
僧
和
讃
」源
信
和
尚

第
二
首
）

　

本
学
は
長
年
に
わ
た
っ
て

仏
教
教
育
を
そ
の
根
幹
に
置

い
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら

も
そ
れ
は
変
わ
る
こ
と
な
く

続
く
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ

う
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
な

ぜ
な
ら
、
仏
教
を
知
ら
ず
に

生
き
て
い
る
と
、
た
だ
こ
の

世
で
欲
し
い
も
の
を
追
い
求

め
、
そ
れ
を
得
る
こ
と
以
外

に
幸
せ
は
な
い
と
思
い
込

み
、
や
や
も
す
れ
ば
欲
望
を

満
た
す
こ
と
だ
け
に
夢
中
に

な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
、
自
分

で
は
気
づ
か
な
い
姿
が
見
え

て
く
る
の
は
、
仏
教
に
耳
を

傾
け
る
こ
と
で
し
か
有
り
得

な
い
と
思
う
か
ら
で
す
。

＊　

＊　

＊

　

仏
教
は
宗
教
の
一
つ
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
特
に
世
界
の

異
民
族
の
間
に
広
く
信
仰
を

か
ち
取
っ
た
と
い
う
意
味

で
、
世
界
三
大
宗
教
の
一
つ

に
数
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

周
知
の
通
り
で
す
。た
だ
し
、

キ
リ
ス
ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教

と
仏
教
と
で
一
つ
の
大
き
な

違
い
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
は
、

前
二
者
は
人
間
を
は
る
か
に

超
越
し
た
全
知
全
能
な
る
唯

一
絶
対
の
神
を
不
完
全
な
人

間
が
信
じ
仰
ぐ
教
え
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
仏
教
は
不
完

全
な
人
間
が
仏
に
成
れ
る
教

え
で
あ
る
と
い
う
点
で
す
。

　

キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム

教
は
、
あ
る
意
味
で
親
類
同

士
と
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
唯
一
絶
対
神
を
仰
ぐ

と
い
う
点
も
そ
う
で
す
が
、

聖
地
が
同
じ
場
所
エ
ル
サ
レ

ム
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
キ

リ
ス
ト
教
は
ユ
ダ
ヤ
教
を

ル
ー
ツ
と
し
て
い
る
と
も
さ

れ
、
エ
ル
サ
レ
ム
は
、
元
々

ユ
ダ
ヤ
教
の
聖
地
で
も
あ
る

の
で
、
二
つ
の
世
界
宗
教
と

一
つ
の
民
族
宗
教
が
相
互
に

深
い
関
係
を
も
ち
、
聖
地
が

エ
ル
サ
レ
ム
に
集
中
す
る
と

い
う
と
こ
ろ
は
興
味
深
い
点

で
す
。

　

こ
こ
で
少
し
余
談
で
す
。

ユ
ダ
ヤ
教
徒
の
国
と
言
わ
れ

る
イ
ス
ラ
エ
ル
は
こ
の
エ
ル

サ
レ
ム
を
首
都
だ
と
主
張
し

て
い
ま
す
が
、
国
連
は
三
宗

教
の
聖
地
で
あ
る
こ
と
か
ら

も
こ
れ
を
認
め
ず
、
テ
ル
ア

ビ
ブ
を
イ
ス
ラ
エ
ル
の
首
都

と
し
て
い
ま
す
。
最
近
、
ア

メ
リ
カ
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領

は
エ
ル
サ
レ
ム
を
イ
ス
ラ
エ

ル
の
首
都
だ
と
し
て
、
ア
メ

リ
カ
大
使
館
を
テ
ル
ア
ビ
ブ

か
ら
エ
ル
サ
レ
ム
に
移
転
し

ま
し
た
。
こ
れ
は
政
治
力
学

的
な
問
題
で
あ
る
一
方
、
ユ

ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の

関
係
が
よ
り
密
接
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も

見
え
ま
す
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
キ
リ

ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
と
の

大
き
な
違
い
の
一
つ
は
、
イ

エ
ス
は
救
世
主
キ
リ
ス
ト
で

あ
り
父
な
る
神
と
一
体
で
あ

る
と
す
る
の
に
対
し
て
、
ム

ハ
ン
マ
ド
は
ア
ッ
ラ
ー
の
神

そ
の
も
の
で
は
な
く
預
言
者

と
す
る
点
で
し
ょ
う
。

＊　

＊　

＊

　

こ
れ
ら
二
宗
教
も
人
間
の

不
完
全
性
が
前
提
に
な
っ
て

い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
が
、
神
へ
の
絶
大

な
信
仰
を
説
く
こ
と
が
中
心

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。こ
れ
に
比
し
て
言
う
と
、

仏
教
は
、
専
ら
信
仰
中
心
と

言
う
よ
り
も
、「
気
づ
き
」

の
宗
教
と
言
っ
て
も
よ
い
で

し
ょ
う
。
仏
教
を
聞
け
ば
聞

く
ほ
ど
に
、
こ
れ
ま
で
思
い

も
し
な
か
っ
た
自
分
の
姿
に

気
づ
い
て
い
く
、
否
、
気
づ

か
さ
れ
て
い
く
か
ら
で
す
。

二
宗
教
と
同
様
に
、
仏
教
も

仏
へ
の
深
い
信
仰
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
人
間

そ
の
も
の
へ
の
飽
く
な
き
洞

察
が
徹
底
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。

　

仏
教
に
よ
っ
て
何
に
気
づ

か
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、自
己
の
有
り
様
で
す
。

自
分
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で

あ
り
、
ど
の
よ
う
な
生
き
様

を
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は

自
分
で
は
な
か
な
か
気
づ
く

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
自
分

で
は
正
し
く
生
き
て
い
る
つ

も
り
で
も
、
仏
に
教
え
ら
れ

て
初
め
て
そ
う
で
な
い
こ
と

に
気
づ
く
こ
と
が
多
々
あ
る

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

私
達
は
、
普
段
、
己
れ
の

思
う
が
ま
ま
に
生
き
よ
う
と

し
て
、
欲
望
の
虜
と
な
っ
た

り
自
己
中
心
的
に
な
っ
た
り

し
て
い
ま
す
。
身
勝
手
な
欲

望
は
必
ず
し
も
満
た
さ
れ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
な
の
に
そ
れ
を
満
た
そ
う

と
し
て
、
と
き
に
は
自
分
が

見
え
な
く
な
る
こ
と
も
珍
し

く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う

な
姿
は
自
分
だ
け
で
は
気
づ

く
こ
と
が
難
し
い
も
の
で

す
。
仏
の
教
え
に
触
れ
て
初

め
て
見
え
て
く
る
と
言
っ
て

も
い
い
で
し
ょ
う
。

＊　

＊　

＊

　

こ
こ
で
欲
望
と
か
自
己
中

心
性
な
ど
と
表
現
し
て
い
る

も
の
は
い
わ
ゆ
る
「
煩
悩
」

と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す

が
、
本
来
、
こ
の
煩
悩
を
自

ら
克
服
し
て
仏
に
成
る
こ
と

が
仏
教
の
目
標
で
す
。
し
か

し
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る

こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　

釈
尊
が
生
き
て
お
ら
れ
た

時
代
、
ま
た
亡
く
な
ら
れ
て

し
ば
ら
く
の
間
は
「
正
法
」

の
時
代
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ

れ
は
教
え
（
教
）
と
そ
の
実

践（
行
）が
盛
ん
で
覚
り（
証
）

に
至
る
者
が
存
在
す
る
と
い

う
時
代
で
す
。

　

釈
尊
の
育
て
の
母
マ
ハ
ー

パ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
ー
・
ゴ
ー

タ
ミ
ー
は
次
の
よ
う
に
喜
び

を
語
っ
て
い
ま
す
。「
あ
ら

ゆ
る
生
き
と
し
生
け
る
者
ど

も
の
最
上
者
よ
。
雄
々
し
き

人
よ
。
ブ
ッ
ダ
よ
。
わ
た
し

と
他
の
多
く
の
人
人
を
、
苦

し
み
か
ら
解
き
放
つ
あ
な
た

に
、
敬
礼
し
ま
す
。
わ
た
し

は
、
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
あ

ま
ね
く
知
っ
て
断
ち
、
そ
の

苦
し
み
の
原
因
で
あ
る
妄
執

を
涸か

ら
し
つ
く
し
て
、
八
正

道
を
修
め
、
妄
執
の
止
滅
を

体
得
し
ま
し
た
。」
と
。

　

釈
尊
の
息
子
ラ
ー
フ
ラ
も

語
っ
て
い
ま
す
。「
人
々
は

私
を
《
幸
運
な
ラ
ー
フ
ラ
》

と
呼
ん
で
い
る
。
私
は
二
つ

の
幸
運
を
受
け
て
い
る
。
一

つ
は
、
私
が
ブ
ッ
ダ
の
子
で

あ
る
こ
と
、
他
の
一
つ
は
、

私
が
道
理
を
見
通
す
眼
を

も
っ
た
こ
と
で
あ
る
。」
と

（
中
村
元
訳
を
一
部
改
変
）。

＊　

＊　

＊

　

そ
の
後
、「
像
法
」の
時
代
、

「
末
法
」
の
時
代
が
続
く
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

「
教
・
行
・
証
」（
教
え
と
そ

の
実
践
と
そ
れ
に
よ
っ
て
得

ら
れ
る
覚
り
）
が
備
わ
っ
て

い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
区
別

さ
れ
、像
法
の
時
代
に
は
教
・

行
の
み
が
、
末
法
の
時
代
に

は
教
の
み
が
残
る
と
さ
れ
る

の
で
す
。
正
法
と
像
法
の
時

代
は
各
々
五
百
年
か
ら
千
年

続
き
、
末
法
は
一
万
年
続
く

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
、
平
安
末
期
の

一
〇
五
二
年
に
末
法
の
時
代

に
入
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
親
鸞
聖
人
（
一
一
七
三

～
一
二
六
三
）
が
『
教
行
信

証
』
の
中
に
「
行
証
久
し
く

廃
れ
」
と
書
い
て
お
ら
れ
る

の
は
既
に
末
法
の
時
代
に

入
っ
て
い
た
と
の
自
覚
を
示

し
て
い
ま
す
。そ
の
た
め
に
、

か
ね
て
そ
の
時
代
の
た
め
に

説
か
れ
て
い
た
経
典
（
主
と

し
て『
無
量
寿
経
』）に
拠
り
、

聖
人
は
念
仏
一
つ
で
浄
土
に

生
ま
れ
仏
に
成
る
道
を
歩
ま

れ
た
の
で
す
。
煩
悩
の
真
只

中
に
あ
り
な
が
ら
、
仏
に
成

る
道
が
用
意
さ
れ
て
い
た
か

ら
で
す
。

　

仏
教
は
世
俗
を
超
え
よ
と

説
い
て
い
ま
す
。
世
俗
の
中

で
自
己
中
心
に
た
だ
欲
望
を

満
た
し
て
い
く
だ
け
で
は
真

の
安
穏
は
な
い
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
世
俗
の
中
に
あ
っ

て
も
安
穏
に
至
る
道
が
あ
る

こ
と
も
ま
た
確
か
に
示
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

今
年
も
余
す
と
こ
ろ

僅
か
と
な
っ
た
。
こ
の

一
年
を
振
り
返
る
と
例

年
に
な
い
猛
暑
、
豪
雨

災
害
な
ど
が
あ
っ
た
。
私
の

知
り
合
い
も
台
風
二
十
一
号

に
よ
っ
て
床
上
浸
水
や
断
水

被
害
を
受
け
た
。

　

一
方
で
毎
年
報
じ
ら
れ
る

よ
う
な
ニ
ュ
ー
ス
も
あ
っ
た
。

そ
の
一
つ
は
い
じ
め
に
関
す

る
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る
。
大
津

市
の
あ
る
公
立
中
学
校
で
は
、

「
い
じ
め
は
あ
る
」
と
の
前
提

で
日
頃
か
ら
生
徒
指
導
を
し

て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

大
津
市
で
は
二
〇
一
一
年
に

男
子
生
徒
が
自
殺
し
た
事
件

が
あ
り
、
そ
れ
を
教
訓
に
し

て
の
対
応
で
あ
ろ
う
。

　

い
じ
め
は
あ
っ
て
欲
し
く

は
な
い
。
し
か
し
、
頻
発
し

て
い
る
の
も
確
か
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
自
分
の
周
囲
で
も

い
じ
め
は
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
中
に
は
い
じ
め
の
被

害
者
に
な
っ
た
り
、
加
害
者

に
な
っ
た
り
し
た
人
も
い
る

か
も
知
れ
な
い
。

　

親
鸞
聖
人
は
私
た
ち
は
欲

に
ま
み
れ
、
そ
の
欲
望
が
満

足
さ
れ
な
け
れ
ば
怒
り
、
他

人
の
幸
せ
や
成
功
を
妬
む
よ

う
な
存
在
だ
と
示
さ
れ
て
い

る
。
私
た
ち
は
自
分
の
意
に

沿
わ
な
い
相
手
に
対
し
て
、

決
し
て
寛
容
で
は
な
い
。
寛

容
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
攻
撃
的

に
さ
え
な
る
。
こ
の
よ
う
な

人
間
が
集
ま
れ
ば
、
い
じ
め

が
起
き
る
の
は
む
し
ろ
当
然

で
あ
る
。
声
高
に
「
い
じ
め

は
い
け
ま
せ
ん
」
と
叫
ん
で

も
無
く
な
る
も
の
で
は
な
い
。

『
歎
異
抄
』
の
中
に
も
、
私
た

ち
人
間
に
つ
い
て
、「
さ
る
べ

き
業
縁
の
も
よ
ほ
さ
ば
、
い

か
な
る
ふ
る
ま
ひ
も
す
べ
し
」

と
あ
る
。

　

悲
し
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、

縁
さ
え
整
え
ば
私
た
ち
人
間

は
ど
ん
な
こ
と
で
も
し
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

に
蓋
を
し
て
「
い
じ
め
は
だ

め
だ
」
と
叫
ん
で
も
、
本
当

の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。

	

（
普
）

澪 標

　

期
末
試
験
の
監
督
を
し
て

い
て
気
付
い
た
こ
と
が
あ
る
。

試
験
時
間
の
終
了
に
近
づ
く

と
、
何
人
か
の
学
生
が
試
験

を
終
え
教
室
を
出
て
行
く
。

そ
の
と
き
、
退
出
す
る
学
生

ら
が
片
手
に
バ
ッ
グ
を
持
ち
、

空
い
た
方
の
手
に
何
か
を
握

り
締
め
て
静
か
に
教
室
を
出

て
行
っ
た
。
よ
く
見
る
と
、

試
験
解
答
中
に
で
た
消
し
ゴ

ム
の
か
す
を
そ
っ
と
集
め
、

片
手
に
握
り
し
め
て
教
室
を

あ
と
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

学
生
た
ち
は
ご
く
自
然
に
当

た
り
前
の
こ
と
と
し
て
そ
の

行
為
を
行
っ
て
い
た
。
本
学

の
、
お
そ
ら
く
女
性
教
員
ら

に
そ
の
よ
う
に
し
つ
け
ら
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
最
初
は
意

識
的
に
し
て
い
た
行
為
が
、

無
意
識
の
動
作
と
し
て
、
あ

た
り
ま
え
の
こ
と
と
し
て
あ

ら
わ
れ
た
。
こ
の
行
為
は
、

後
で
同
じ
机
を
使
う
他
の
学

生
が
気
持
ち
よ
く
試
験
に
臨

む
こ
と
が
で
き
る
さ
さ
や
か

な
思
い
や
り
で
あ
る
。
ま
た
、

お
掃
除
の
方
々
の
仕
事
の
し

や
す
さ
に
も
つ
な
が
っ
て
い

る
。
何
で
も
な
い
こ
と
か
も

し
れ
な
い
が
、
私
は
美
し
い

所
作
だ
と
思
っ
た
。
品
格
と

い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
女
子
大
学
の
よ
さ
、
京

都
女
子
大
学
の
良
き
伝
統
が

ち
ら
り
と
見
え
た
瞬
間
で

あ
っ
た
。
さ
さ
い
な
こ
と
か

も
し
れ
な
い
が
、
さ
さ
い
な

こ
と
で
あ
っ
て
も
大
事
な
こ

と
が
あ
る
と
思
っ
た
。
そ
の

と
き
、
以
前
読
ん
だ
本
の
こ

と
を
思
い
出
し
た
。

　

鷲
田
清
一
の
「
噛
み
き
れ

な
い
想
い
」
と
い
う
著
書
の

な
か
に
、
就
職
活
動
中
の
学

生
と
の
や
り
と
り
が
し
る
さ

れ
て
い
る
。
学
生
は
、
自
分

に
し
か
で
き
な
い
仕
事
、
働

き
が
い
、
働
く
こ
と
の
意
味

を
探
し
て
悩
ん
で
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
著
者
は
「
あ
な

た
に
は
ま
だ
あ
な
た
に
し
か

な
い
よ
う
な
素
質
や
能
力
は

た
ぶ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
会
社

に
入
っ
て
も
き
っ
と
、
は
じ

め
は
、
だ
れ
で
も
や
れ
る
仕

事
し
か
さ
せ
て
も
ら
え
な
い

で
し
ょ
う
」と
答
え
る
。「
だ

れ
で
も
で
き
る
こ
と
」を「
あ

い
つ
に
ま
か
せ
て
お
け
ば
大

丈
夫
だ
」
と
言
っ
て
も
ら
え

る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、

工
夫
を
こ
ら
し
て
何
回
も
く

り
か
え
す
。
そ
の
な
か
で
、

は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
意
味
が
な
く
て
も
、

役
に
立
た
な
く
て
も
、
得
に

な
ら
な
く
て
も
、
そ
れ
で
も

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
作
家

ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
、

ビ
ル
マ
人
の
死
刑
囚
が
絞
首

刑
台
に
連
れ
て
行
か
れ
る
と

き
の
あ
る
状
況
に
眼
を
奪
わ

れ
た
と
い
う
。
死
刑
囚
が
水

た
ま
り
を
ひ
ょ
い
と
よ
け
た
。

絞
首
刑
に
な
る
の
だ
か
ら
、

ズ
ボ
ン
が
濡
れ
よ
う
が
濡
れ

ま
い
が
た
い
し
た
問
題
で
は

な
い
は
ず
だ
。
け
れ
ど
も
、

死
刑
囚
は
そ
の
水
た
ま
り
を

優
雅
に
よ
け
た
。
死
刑
囚
の

か
ら
だ
に
染
み
つ
い
た
品
位

に
感
銘
を
受
け
た
、
と
。
本

学
の
学
生
が
消
し
ゴ
ム
の
か

す
を
握
り
締
め
て
退
出
し
た

と
き
に
、
ふ
と
、
こ
の
こ
と

を
思
い
出
し
た
。

�

（
今
井
佐
恵
子
）

食
物
栄
養
学
科
か
ら
の
便
り

⑥
消
し
ゴ
ム
の
か
す

仏
へ
の
道

�
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✿平成30年度宗教教育海外研修会✿
（インド・ネパール研修旅行）

期　　間　平成31年 2 月15日（金）～ 2月25日（月）
行　　先　ベナレス、ブッダガヤ、クシナガラ、

ルンビニ他の四大聖地を中心とし
たコース。

募集人数　先着20名
旅行代金　約25万円（参加人数やレートにより

変動することがあります。）
申 込 先　宗教教育センター（Ｌ校舎３階）
★全食事付！
★京女生のための特別なコースで、仏教四大聖地を
訪れます！

※それぞれ詳細は京女ポータル、掲示板または宗教教育セ
ンターで確認してください。

お知らせ
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先
日
、
民
間
企
業
が
月
旅

行
の
計
画
を
発
表
し
話
題
を

集
め
ま
し
た
。
ま
た
、
小
惑

星
探
査
機
は
や
ぶ
さ
２
が
、

地
球
近
傍
小
惑
星
リ
ュ
ウ
グ

ウ
に
到
着
し
た
こ
と
も
報
道

さ
れ
ま
し
た
。
人
類
が
宇
宙

に
本
格
的
に
乗
り
出
す
時
代

が
近
づ
い
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
伴
い
、

世
間
で
も
宇
宙
と
い
う
言
葉

が
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
宇
宙

に
関
す
る
い
く
つ
か
の
話
題

を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま

す
。

「
宇
宙
」と
い
う
言
葉
の
意
味

　

ま
ず
は
宇
宙
と
い
う
言
葉

そ
の
も
の
に
触
れ
ま
す
。
も

と
も
と
は
今
で
い
う
世
界
と

同
じ
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。
明
治
時
代
の

西
洋
の
学
術
用
語
を
和
訳
す

る
必
要
が
生
じ
た
と
き
に
、

宇
宙
が
地
球
の
外
の
場
所
を

指
す
言
葉
に
な
り
ま
し
た
。

　

中
国
の
漢
時
代
の
書
物

「
淮
南
子
」
に
よ
る
と
、「
宇
」

は
空
間
を
意
味
し
、「
宙
」

は
過
去
・
現
在
・
未
来
の
時

間
全
て
を
表
す
そ
う
で
す
。

つ
ま
り
、
宇
宙
と
は
、
三
次

元
空
間
と
時
間
を
あ
わ
せ
た

四
次
元
時
空
を
表
す
と
い
う

こ
と
で
す
。
宇
宙
が
時
間
と

空
間
の
全
部
だ
と
い
わ
れ
て

も
意
味
が
分
か
り
に
く
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

こ
れ
は
現
代
の
科
学
的
理
解

に
合
致
し
ま
す
。

　

夜
空
に
見
え
る
星
の
ほ
と

ん
ど
が
、
太
陽
と
同
じ
自
ら

光
を
発
す
る
恒
星
と
よ
ば
れ

る
天
体
で
す
。
太
陽
に
最
も

近
い
恒
星
は
、プ
ロ
キ
シ
マ
・

ケ
ン
タ
ウ
リ
と
い
う
恒
星

で
、
約
４
光
年
の
距
離
の
位

置
に
あ
り
ま
す
。
４
光
年
は

距
離
の
単
位
で
あ
り
、
約
37

兆
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
相
当
し

ま
す
。
光
の
速
さ
で
４
年
か

か
る
距
離
と
い
う
意
味
で

す
。
つ
ま
り
、
地
球
に
光
が

届
く
ま
で
４
年
か
か
る
の

で
、最
も
近
い
恒
星
で
さ
え
、

４
年
前
の
光
を
見
て
い
る
こ

と
に
相
当
す
る
の
で
す
。
条

件
が
良
け
れ
ば
、
肉
眼
で
も

ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
銀
河
が
見
え

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ア
ン

ド
ロ
メ
ダ
銀
河
ま
で
の
距
離

は
約
２
５
０
万
光
年
で
す
の

で
、
地
球
か
ら
見
え
る
そ
の

姿
は
お
よ
そ
２
５
０
万
年
前

の
も
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
夜
空
に
浮

か
ぶ
星
々
は
、
全
て
違
う
時

刻
の
光
を
見
て
い
る
わ
け
で

す
。
遠
く
の
宇
宙
を
見
通
す

と
は
、
過
去
を
見
る
こ
と
と

同
じ
で
す
。
宇
宙
が
空
間
だ

け
で
な
く
時
間
の
概
念
を
内

包
す
る
の
も
、
意
味
が
あ
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

天
動
説

　

世
界
各
地
の
神
話
や
伝
承

で
、
宇
宙
の
起
源
の
話
が
よ

く
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
宇
宙
の
起
源
や
構
造
に

人
類
が
い
か
に
関
心
を
寄
せ

て
き
た
か
が
伺
え
ま
す
。

　

古
代
の
人
々
は
夜
空
の
星

の
動
き
を
観
測
し
、
星
の
動

き
を
予
測
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ

に
伴
い
神
話
の
宇
宙
観
か

ら
、
よ
り
合
理
的
な
哲
学
的

宇
宙
観
へ
と
変
わ
っ
て
い
き

ま
す
。
そ
し
て
、
静
止
し
た

地
球
の
ま
わ
り
を
星
々
が

回
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
に

達
し
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
天

動
説
の
最
初
で
す
。
こ
の
天

動
説
を
集
大
成
し
た
の
が
古

代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
の
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
し
た
。
こ

の
天
動
説
的
宇
宙
観
は
、
ガ

リ
レ
オ
が
活
躍
し
て
地
動
説

が
成
立
す
る
ま
で
の
１
５
０

０
年
近
く
も
の
間
信
じ
ら
れ

て
い
ま
し
た
。

　

天
動
説
的
宇
宙
観
と
は
、

つ
ま
り
地
球
が
宇
宙
の
中
心

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。
宇
宙
の
中
で
地
球

が
あ
る
地
点
は
、
特
別
な
場

所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

イ
ン
ド
の
宇
宙
観

　

次
に
仏
教
が
生
ま
れ
た
イ

ン
ド
の
宇
宙
観
を
取
り
上
げ

ま
す
。

　

世
界
の
中
心
に
あ
る
と
さ

れ
た
の
が
、
須
弥
山
と
い
う

山
で
す
。
こ
の
山
を
中
心
に

世
界
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、

太
陽
や
月
も
そ
の
周
り
を
回

る
と
い
う
考
え
で
す
。
現
代

の
観
点
で
解
釈
す
れ
ば
太
陽

や
惑
星
な
ど
を
含
め
た
太
陽

系
が
、
こ
の
須
弥
山
と
そ
れ

を
と
り
ま
く
世
界
と
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
須
弥
山
と

そ
れ
を
と
り
ま
く
世
界
は
、

他
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
と
考

え
千
個
で
、
小
千
世
界
を
形

成
し
ま
す
。
小
千
世
界
も
他

に
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
小

千
世
界
が
千
個
で
中
千
世
界

を
形
成
し
、
さ
ら
に
、
中
千

世
界
が
千
個
で
大
千
世
界
を

形
成
す
る
と
考
え
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
世
界
は
階
層
構

造
を
し
て
お
り
、
こ
の
３
つ

の
階
層
を
あ
わ
せ
た
も
の
を

世
界
全
体
と
捉
え
「
三
千
大

千
世
界
」
と
よ
び
ま
す
。
宇

宙
の
中
の
太
陽
系
、
す
な
わ

ち
須
弥
山
を
と
り
ま
く
世
界

は
、
数
多
く
あ
る
中
の
１
つ

で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
。こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

あ
る
面
で
は
現
代
の
宇
宙
論

と
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。

現
代
の
宇
宙
論

　

須
弥
山
と
そ
れ
を
と
り
ま

く
世
界
が
惑
星
系
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
小
千
世
界
と
は
、

惑
星
系
が
太
陽
系
以
外
に
も

た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。
現
代
で
は
、
太
陽

系
は
銀
河
と
よ
ば
れ
る
巨
大

な
星
の
集
ま
っ
た
円
盤
の
中

の
１
つ
の
惑
星
系
に
す
ぎ
な

い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て

お
り
、
銀
河
内
に
は
１
０
０

０
億
個
も
の
星
が
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

小
千
世
界
は
銀
河
に
対
応
す

る
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
さ
ら
に
、
銀
河
は
我
々

の
属
す
る
銀
河
だ
け
で
は
な

く
、
数
多
く
の
同
じ
よ
う
な

銀
河
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
が

20
世
紀
に
入
り
わ
か
っ
て
き

ま
し
た
。
銀
河
も
集
団
を

作
っ
て
お
り
、
銀
河
が
１
０

０
か
ら
１
０
０
０
個
集
ま
っ

た
集
団
を
銀
河
団
と
い
い
ま

す
。
銀
河
団
は
中
千
世
界
と

言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
銀
河
団
が
泡
状
の

構
造
を
作
っ
て
お
り
、
宇
宙

の
大
規
模
構
造
と
よ
ば
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
大
千
世
界

と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
三
千
大
千
世
界
で
み
ら

れ
る
宇
宙
を
３
つ
の
階
層
で

捉
え
た
宇
宙
観
は
、
現
代
宇

宙
論
と
も
対
応
が
つ
き
興
味

深
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

宇
宙
と
い
う
言
葉
や
三
千

大
千
世
界
と
い
う
考
え
方

が
、
現
代
の
科
学
的
な
宇
宙

観
に
あ
る
側
面
で
は
似
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
取
り
上
げ

ま
し
た
。
科
学
の
発
展
す
る

前
に
誕
生
し
た
言
葉
や
宇
宙

観
と
現
代
宇
宙
論
の
類
似
性

は
、
単
な
る
偶
然
と
い
う
面

も
あ
る
で
し
ょ
う
。し
か
し
、

歴
史
や
受
け
継
が
れ
て
き
た

知
恵
の
中
に
も
、
現
代
に
も

通
じ
る
真
理
や
新
し
い
発
想

の
糸
口
が
あ
る
も
の
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

本
師
源
信
ね
ん
ご
ろ
に

一
代
仏
教
の
そ
の
な
か
に

念
仏
一
門
ひ
ら
き
て
ぞ

濁
世
末
代
を
し
へ
け
る

�

（「
高
僧
和
讃
」
源
信
和
尚
第
二
首
）

法のことば

　

七
高
僧
の
六
人
目
は
、
日
本
の
源
信
和
尚
（
九
四
二
～
一
〇
一
七
）
で
す
。

平
安
時
代
に
大
和
国
（
奈
良
県
）
の
当
麻
の
里
に
生
ま
れ
、
十
三
歳
の
時
、

比
叡
山
に
登
っ
て
出
家
し
、
良
源
上
人
に
師
事
し
て
、
天
台
宗
の
教
学
を
修

め
ら
れ
、
若
く
し
て
当
代
の
賛
美
を
一
身
に
受
け
る
学
匠
と
な
ら
れ
ま
す
。

　

あ
る
時
、
そ
の
学
徳
を
帝
か
ら
讃
え
ら
れ
て
褒
美
に
賜
っ
た
品
を
、
郷
里

の
当
麻
に
住
む
母
に
送
っ
た
と
こ
ろ
、「
後
の
世
を
導
く
僧
と
た
の
み
し
に
、

世
を
渡
る
僧
と
な
る
ぞ
か
な
し
き
」
と
い
う
歌
を
添
え
て
、
送
っ
た
品
が
返

さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
世
俗
の
名
誉
に
執
着
す
る
こ
と
を
厳
し
く
誡
め
ら
れ

た
源
信
和
尚
は
、
そ
の
後
、
比
叡
山
の
横
川
に
移
っ
て
ひ
た
す
ら
仏
道
に
励

ま
れ
、
四
十
四
歳
の
時
に
『
往
生
要
集
』
を
著
し
て
、
日
本
浄
土
教
の
礎
を

築
か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
親
鸞
さ
ま
は
、「
一
代
仏
教
」
の
中
で
「
濁
世
末
代
」

の
凡
夫
の
為
に
「
念
仏
一
門
」
を
開
か
れ
た
と
讃
え
ら
れ
る
の
で
す
。

	

（
森
田　

眞
円
）

古
代
の
宇
宙
観
と

　
　
現
代
の
宇
宙
論

�

現
代
社
会
学
部
助
教
　
道
　
越
　
秀
　
吾

　
　 

お
盆
と『
盂
蘭
盆
経
』�

井
上
博
文

『
ブ
ッ
ダ・ゴ
ー
タ
マ
の
弟
子
た
ち
』

増
谷
文
雄
著　

現
代
教
養
文
庫　

一
九
九
七
年
十
一
月

シ
リ
ー
ズ

　
智
慧
の
蔵
⑳

　

今
回
、
ご
紹
介
す
る
の
は
、

仏
教
の
開
祖
で
あ
る
釈
尊
の

弟
子
た
ち
に
つ
い
て
、
と
て
も

分
か
り
や
す
く
解
説
し
た
書

物
で
す
。
書
名
の
中
の
「
ブ
ッ

ダ
」
と
は
、
み
な
さ
ん
が
授
業

で
習
っ
た
よ
う
に
、
古
代
イ
ン

ド
の
言
葉
で
あ
る
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
で
、「
目
覚
め
た
人
、

覚
醒
し
た
人
」
を
意
味
し
、

「
ゴ
ー
タ
マ
」と
は
、「
最
上
の（
タ

マ
）・
牛
（
ゴ
ー
）」
を
意
味
し

ま
す
が
、
こ
こ
で
は
、
と
あ
る

一
族
の
苗
字
を
指
し
ま
す
。
ま

と
め
る
と
、「
ブ
ッ
ダ
・
ゴ
ー

タ
マ
」
と
は
、「『
最
上
の
牛
』

と
呼
ば
れ
る
家
系
か
ら
出
た
、

目
覚
め
た
人
」と
い
う
意
味
で
、

要
す
る
に
釈
尊
の
こ
と
を
指
し

示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
釈
尊
が

ど
ん
な
生
涯
を
歩
ん
だ
か
に
つ

い
て
は
、
み
な
さ
ん
し
っ
か
り

と
授
業
で
お
聞
き
の
こ
と
と
思

い
ま
す
が
、
で
は
、
そ
の
釈
尊

の
人
格
に
感
化
さ
れ
て
周
り
に

集
い
、
帰
依
し
て
弟
子
に
な
っ

た
人
た
ち
に
は
、
ど
ん
な
人
た

ち
が
い
た
の
で
し
ょ
う
。
み
な

さ
ん
の
う
ち
、
あ
る
い
は
、
釈

尊
の
代
表
的
な
「
十
大
弟
子
」

に
つ
い
て
詳
し
く
お
聞
き
に

な
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、

あ
る
い
は
、
も
っ
と
も
賢
明

だ
っ
た
「
サ
ー
リ
プ
ッ
タ
」
と
、

も
っ
と
も
神
通
力
に
秀
で
て
い

た
「
マ
ハ
ー
モ
ッ
ガ
ラ
ー
ナ
」

と
い
う
「
二
大
弟
子
」
に
つ
い

て
の
み
お
聞
き
に
な
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

　

著
名
な
仏
教
学
者
で
あ
る

増
谷
氏
は
、
自
ら
あ
と
が
き
に

次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

「
か
く
し
て
、
わ
た
し
は
愚
か

な
る
弟
子
た
ち
を
も
語
り
、
ま

た
、
名
も
な
き
弟
子
た
ち
に
も

語
り
及
び
ま
し
た
。
女
性
の
弟

子
た
ち
を
も
語
り
、
在
家
の

弟
子
た
ち
に
も
語
り
い
た
り
ま

し
た
。
さ
ら
に
は
、
挫
折
し
た

弟
子
の
こ
と
も
描
き
、
ま
た
、

造
反
し
た
弟
子
の
心
に
も
語

り
い
た
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
に

よ
っ
て
、
い
く
ら
か
で
も
ブ
ッ

ダ
・
ゴ
ー
タ
マ
の
教
団
の
真
相

に
よ
り
近
づ
く
こ
と
を
え
る
な

ら
ば
と
い
う
の
が
私
の
心
も
ち

で
あ
り
ま
す
。」

　

つ
ま
り
、
釈
尊
の
周
り
に

集
っ
た
弟
子
た
ち
の
本
当
の
姿

は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
従
来
の

仏
弟
子
伝
が
語
り
が
ち
だ
っ
た

よ
う
に
、
我
々
の
よ
う
な
凡
人

と
は
か
け
離
れ
た
人
格
者
・
聖

人
ば
か
り
だ
っ
た
の
か
、
あ
る

い
は
、
老
若
男
女
、
賢
愚
、
美

醜
、
善
悪
さ
ま
ざ
ま
な
人
間

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
、
い
か

に
も
泥
臭
く
、
人
間
臭
の
ぷ
ん

ぷ
ん
す
る
連
中
だ
っ
た
の
か
、

そ
れ
を
究
明
し
た
い
と
い
う
ま

な
ざ
し
か
ら
編
み
上
げ
ら
れ
た

異
色
の
書
物
で
す
。

　

授
業
で
は
時
間
の
都
合
上
、

な
か
な
か
触
れ
る
こ
と
の
難
し

い
釈
尊
の
様
々
な
弟
子
た
ち
に

つ
い
て
、
本
書
を
手
に
取
っ
て
、

一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
仏
教
史

の
深
み
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と

を
お
勧
め
致
し
ま
す
。

（
安
田　

章
紀
）

　

京
都
で
は
毎
年
8
月
16
日

に
「
五
山
送
火
」
が
行
わ
れ

る
が
、多
く
の
人
は
こ
れ
が「
お

盆
」
の
仏
教
行
事
だ
と
何
と

な
く
認
識
し
て
い
る
。「
お
盆
」

と
い
う
言
葉
は
、
竺
法
護
訳

『
仏
説
盂
蘭
盆
経
』
に
由
来
す

る
。
し
か
し
、
こ
の
経
典
は
6

世
紀
ま
で
は
訳
者
不
明
と
さ

れ
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
中

国
産
の
「
偽
経
」
と
見
な
さ

れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
お
盆

の
中
国
起
源
説
も
あ
る
が
、

実
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
こ

の
『
盂
蘭
盆
経
』
を
「
お
盆
」

に
注
目
し
て
内
容
を
読
め
ば
、

誰
も
が
知
る
あ
の
ト
レ
イ
の
お

盆
で
、
食
べ
物
を
盛
る
物
の
よ

う
に
読
め
る
。
で
は
「
盂
蘭
盆
」

と
は
、
何
の
お
盆
な
の
か
。
こ

の
問
題
を
複
雑
に
し
た
の
は
、

唐
の
時
代
、
偉
大
な
玄
奘
の
弟

子
、
玄
応
の
『
一
切
経
音
義
』

に
始
ま
る
。
こ
こ
に
盂
蘭
盆
と

は
イ
ン
ド
語
のullam

bana

で
、「
倒
懸
」（
逆
さ
吊
り
）
の

意
味
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
わ
ざ
わ
ざ
器
物
と
し
て
の

盂
蘭
盆
は
誤
り
だ
と
も
言
う
。

こ
れ
に
疑
い
を
持
ち
、『
盂
蘭
盆

経
』
の
内
容
を
精
査
し
て
、
盂

蘭
盆
と
は
器
物
の
盆
で
あ
る
と

の
結
論
付
け
た
の
は
入
澤
崇
先

生
の
論
文
で
あ
る
。
そ
し
て
最

近
、
辛
島
静
志
先
生
は
、
論
文

「「
盂
蘭
盆
」
の
本
当
の
意
味
─

千
四
百
年
の
誤
解
を
解
く
─
」

（『
大
法
輪
』
２
０
１
３
年
10
月

号
）
で
、
学
者
が
こ
の
玄
応
説

を
信
頼
し
す
ぎ
、
経
典
の
内
容

よ
り
も
語
源
説
を
重
視
し
た
せ

い
で
、
盂
蘭
盆
に
関
す
る
混
乱

が
生
じ
た
と
述
べ
る
。
そ
の
典

型
例
は
古
代
イ
ラ
ン
の
言
葉
で

「
霊
魂
」を
意
味
す
る「
ウ
ル
ヴ
ァ

ン
」
説
で
、
い
か
に
も
「
う
ら

ぼ
ん
」
は
こ
の
音
写
の
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
辛
島
説
に
よ

る
と
『
盂
蘭
盆
経
』
は
イ
ン
ド

生
ま
れ
で
あ
り
、盂
蘭
盆
の
「
盆
」

は
ト
レ
イ
で
は
な
く
、
中
国
語

で
は
、「
お
椀
」「
鉢
」
を
意
味

す
る
。
こ
の
鉢
は
イ
ン
ド
仏
教

出
家
僧
侶
の
必
須
の
持
物
で
あ

る
。「
盂
蘭
」
と
は
イ
ン
ド
語
の

「
オ
ー
ダ
ナ
」
の
音
写
語
で
、オ
ー

ダ
ナ
と
は
「
自
恣
」
と
い
う
安

居
（
雨
季
の
僧
侶
の
集
団
定
住

生
活
）
の
最
終
日
の
儀
式
で
布

施
さ
れ
る
米
飯
を
指
す
。
つ
ま

り
、
盂
蘭
盆
と
は
自
恣
の
日
に

出
さ
れ
る
米
飯
を
入
れ
る
鉢
と

な
る
。
そ
し
て
こ
の
自
恣
が
儀

式
と
し
て
の
「
お
盆
」
の
原
型

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
日
に
僧
侶
を
も
て
な

す
習
慣
は
仏
教
圏
で
は
通
常
の

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
お

盆
」
は
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
、

現
在
も
、
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
一

般
的
な
行
事
な
の
で
あ
る
。




