
）

只
今
、
小
谷
先
生
か
ら
丁
重
な
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
木
村
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
は
、
私
が
こ
れ
ま
で
仏
教
研
究
の
中
心
に
置
い
て
ま
い
り
ま
し
た
「
華
厳
思
想
」
と
い
う
も
の
が
現
代
に
お
い
て
ど
う
い
う
意
味

を
持
つ
の
か
、
我
々
は
そ
れ
か
ら
何
を
学
び
取
れ
る
の
か
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
中
心
に
、
し
ば
ら
く
の
間
お
話
さ
せ
て
頂
こ
う
と
考

え
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
私
自
身
の
歩
み
と
大
き
く
関
わ
る
と
こ
ろ
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
初
め
に
少
し
、
そ
の

こ
と
に
つ
い
て
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
九
州
・
天
草
の
小
さ
な
曹
洞
宗
の
お
寺
で
生
ま
れ
、
小
学
校
一
年
の
と
き
に
、
戦
後
の
大
変
な
混
乱
の
中
、
函
館
の
今
の
自
坊

に
移
り
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
物
心
つ
か
な
い
頃
か
ら
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
禅
の
世
界
の
中
で
育
て
ら
れ
、
自
然
に
禅
僧
の
生
活
、

そ
の
あ
り
方
に
関
し
て
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。
い
ま
思
え
ば
、
お
そ
ら
く
こ
の
こ
と
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
、

禅
の
世
界
、
ひ
い
て
は
仏
教
の
世
界
の
本
当
の
と
こ
ろ
を
勉
強
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
次
第
に
固
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
う

し
て
私
は
、
大
学
院
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
仏
教
学
、
特
に
華
厳
教
学
を
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
幸
い
、
私
が
仏
教

を
勉
強
し
始
め
た
頃
の
東
京
大
学
の
印
度
哲
学
研
究
室
は
、
皆
様
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
優
れ
た
諸
先
生
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
中
村
元
先
生
、
’

一号一

幸

田
心
相
や
と

現
代

は
じ
め
に

木

村

主
月

、
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ｌ
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平
川
彰
先
生
、
そ
し
て
私
が
指
導
教
官
に
な
っ
て
頂
い
た
玉
城
康
四
郎
先
生
な
ど
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
先
生
方
が
揃
っ
て
お
ら

れ
た
時
代
で
、
私
は
大
変
恵
ま
れ
た
大
学
院
生
活
を
送
れ
た
と
今
で
も
思
う
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
が
「
華
厳
思
想
」
を
專
門
分
野
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の
は
、
私
自
身
に
強
い
内
発
的
な
意
向
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
私
は
、
大
学
は
、
人
間
禅
教
団
の
師
家
で
あ
ら
れ
、
父
と
の
交
友
と
い
う
ご
縁
が
あ
っ
た
芳
賀
幸
四
郎
（
洞
然
）
先
生
の
お
勧
め
を

い
た
だ
い
て
入
学
し
た
東
京
教
育
大
学
で
、
学
部
の
時
代
に
は
倫
理
学
を
専
攻
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
仏
教
の
細
か
い
部
分
に
つ
い
て

は
何
も
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、
大
学
院
に
入
れ
ば
、
一
月
も
経
た
な
い
う
ち
に
何
を
専
門
に
す
る
か
を
決
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
指
導
教
官
の
玉
城
先
生
に
す
が
る
よ
う
な
思
い
で
い
ろ
い
ろ
と
お
話
し
を
伺
っ
て
い
る
中
で
、
先
生
が
「
こ
れ
が
良

か
ろ
う
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
華
厳
思
想
な
の
で
す
。
私
は
、
そ
れ
が
易
し
い
の
か
、
難
し
い
の
か
、
ど
う
い
う
資
料
が
あ
る
の

か
、
ほ
と
ん
ど
何
も
知
ら
な
い
の
で
す
か
ら
、
気
楽
な
も
の
で
す
。
「
偉
い
先
生
が
そ
う
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
る
の
な
ら
、
そ
う
し
よ

う
」
と
、
華
厳
思
想
を
専
門
と
す
る
こ
と
に
決
め
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
既
に
ほ
ぼ
四
十
年
、
学
び
の
道
も
、
そ
し
て
人
生
そ
の
も
の
も
、

ほ
ん
と
う
に
不
可
思
議
な
も
の
と
実
感
し
て
お
り
ま
す
。

で
は
、
華
厳
思
想
の
ど
こ
か
ら
手
を
付
け
よ
う
か
。
Ｉ
そ
う
考
え
て
、
付
け
焼
刃
で
あ
れ
こ
れ
と
調
べ
、
結
局
選
択
し
た
の
が
、
華

厳
宗
の
第
二
祖
と
さ
れ
ま
す
智
侭
大
師
の
研
究
で
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
や
が
て
私
の
学
位
論
文
「
初
期
中
国
華
厳
思
想
の
研
究
」
の

柱
と
な
り
ま
し
た
。
方
法
論
と
し
て
は
、
、
王
に
思
想
史
的
な
観
点
か
ら
の
解
明
を
目
指
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

振
り
返
り
ま
す
と
、
こ
う
し
た
形
で
研
究
者
の
道
に
入
っ
た
こ
と
も
、
ま
こ
と
に
幸
運
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
そ

の
こ
と
が
私
自
身
を
よ
り
大
き
な
仏
教
の
世
界
へ
と
誘
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
一
例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
も
ご

存
じ
か
と
思
い
ま
す
が
、
「
三
階
教
」
と
い
う
、
階
の
時
代
に
起
こ
っ
た
仏
教
の
一
学
派
が
あ
り
ま
す
。
当
代
を
「
邪
見
」
の
人
が
満
ち

満
ち
る
末
世
と
捉
え
、
他
者
に
対
し
て
は
「
普
敬
」
を
、
自
己
に
対
し
て
は
「
認
悪
」
を
説
く
の
で
す
が
、
そ
の
三
階
教
に
、
智
傭
大
師

は
大
変
惹
か
れ
る
一
面
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
人
の
人
間
像
と
思
想
を
研
究
対
象
と
し
ま
し
た
の
で
、
単
に
華
厳
教
学
の



と
こ
ろ
で
、
現
在
こ
ち
ら
で
は
、
鈴
木
大
拙
展
が
開
か
れ
て
お
り
ま
す
。
ご
存
知
の
よ
う
に
、
鈴
木
大
拙
先
生
は
こ
ち
ら
の
大
谷
大
学

で
長
く
教
鞭
を
執
ら
れ
ま
し
た
が
、
私
に
も
そ
の
大
拙
先
生
と
の
ご
縁
が
ご
ざ
い
ま
す
。
大
学
院
を
終
わ
っ
て
し
ば
ら
く
し
て
、
四
天
王

寺
女
子
大
学
、
現
在
の
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
に
専
任
で
採
用
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
こ
に
入
っ
て
二
年
後
く
ら
い
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
が
、
恩
師
の
玉
城
先
生
の
お
勧
め
を
い
た
だ
き
、
ハ
ワ
イ
大
学
で
教
え
る
機
会
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
講
義
の
一
つ
と

し
て
「
日
本
中
世
の
思
想
」
と
い
う
も
の
を
割
り
振
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
に
私
が
選
ん
だ
テ
キ
ス
ト
が
、
大
拙
先
生
の
『
日
本
的
霊

性
」
（
苛
冒
目
の
”
の
普
旨
冒
昌
ご
）
で
、
こ
れ
を
大
学
院
の
学
生
と
一
緒
に
い
ろ
い
ろ
と
議
論
を
し
な
が
ら
読
み
ま
し
た
。
そ
の
時
初
め
て
、

大
拙
先
生
の
仏
教
研
究
と
正
面
か
ら
向
き
合
う
と
い
う
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
わ
け
で
す
。

例
え
ば
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
中
で
大
拙
先
生
は
、
「
大
地
性
」
と
い
う
こ
と
を
盛
ん
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
さ
に
日
本
の
大

地
そ
の
も
の
か
ら
、
独
自
の
霊
性
と
い
う
も
の
が
鎌
倉
時
代
に
は
特
に
強
く
表
れ
た
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
考
え
方
に
大
変
強
い
刺

激
を
受
け
た
の
で
す
が
、
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
納
得
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
果
た
し
て
ほ
ん
と
う
に
そ
う
い
う
捉
え
方
が
出
来
る
の

か
。
そ
の
表
れ
方
と
し
て
、
例
え
ば
親
鴬
聖
人
の
仏
教
と
道
元
禅
師
の
仏
教
が
ど
う
し
て
違
う
の
か
、
或
い
は
ど
こ
で
本
質
的
に
通
じ
て

い
る
の
か
。
Ｉ
そ
う
い
っ
た
問
題
点
を
い
ろ
い
ろ
と
議
論
し
た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
い
わ
ば
大
拙
先
生
は
、
私
自
身
の
仏
教
へ

の
関
心
の
あ
り
方
を
根
底
か
ら
揺
り
動
か
し
て
下
さ
っ
た
。
Ｉ
そ
う
い
う
思
い
を
大
拙
先
生
に
抱
い
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

現
在
、
私
自
身
の
仕
事
と
致
し
ま
し
て
は
、
所
謂
華
厳
教
学
の
研
究
と
い
う
枠
に
は
全
く
入
ら
な
い
よ
う
な
も
の
も
い
く
つ
か
ご
ざ
い

ま
す
。
研
究
を
し
て
い
く
中
で
、
研
究
者
の
関
心
が
動
い
て
い
く
と
い
う
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
点

で
も
智
傭
研
究
か
ら
入
っ
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

た
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
、

が
っ
ち
り
し
た
思
想
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
へ
私
自
身
の
関
心
が
動
き
、
広
が
っ
て
き

３



ま
た
大
拙
先
生
は
、
特
に
禅
の
思
想
を
世
界
に
広
め
ら
れ
た
こ
と
で
有
名
で
す
が
、
他
方
、
特
に
後
年
だ
と
思
い
ま
す
が
、
華
厳
思
想
４

と
浄
土
思
想
に
大
変
強
い
関
心
を
お
持
ち
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
自
分
自
身
の
帰
趨
と
申
し
ま
す
か
、
帰
す
る
と
こ
ろ
を
そ
の

あ
た
り
に
求
め
て
い
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
華
厳
に
関
し
て
も
い
く
つ
か
重
要
な
お
仕
事
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
中
で
、
私
が
特
に
お
世
話
に
な
っ
た
の
は
、
先
生
が
編
纂
に
関
わ
ら
れ
た
梵
本
の
「
ガ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
・
ス
ー
ト
ラ
」
、
す
な
わ
ち
、

『
華
厳
経
」
の
最
後
の
章
で
あ
る
「
入
法
界
品
」
に
相
当
す
る
経
典
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
自
身
の
仏
教
研
究
の
軸
の
確
立
と
関
心
の
展
開

の
両
面
に
お
い
て
、
私
は
大
拙
先
生
に
大
き
な
ご
恩
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
．

さ
て
、
本
題
に
入
り
ま
す
。
「
華
厳
思
想
と
現
代
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
問
題
を
論
ず

る
に
当
た
っ
て
、
ま
ず
、
「
現
代
と
い
う
時
代
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
考
え
る
と
こ
ろ
を
申
し
述
べ
て
お
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
お
配
り
し
た
資
料
に
は
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
に
、
私
が
考
え
る
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
キ
ー
・
ワ
ー
ド
に
な
る
よ
う
な
も

の
を
並
べ
て
お
き
ま
し
た
が
、
現
代
の
一
番
大
き
な
特
徴
と
し
て
は
、
科
学
文
明
の
発
達
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
⑤

そ
し
て
、
そ
の
科
学
が
非
常
に
高
度
に
発
展
し
た
国
々
、
特
に
最
先
進
国
と
い
わ
れ
る
国
々
で
は
、
脱
工
業
化
と
か
情
報
化
と
い
っ
た
言

葉
で
性
格
づ
け
ら
れ
る
社
会
が
実
現
し
て
き
て
お
り
ま
す
。
日
本
も
そ
う
し
た
国
の
一
つ
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
一
見
、
こ
う
い
っ
た
こ

と
が
急
速
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
現
実
に
は
、
毎
日
の
テ
レ
ビ
や
新
聞
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、

地
球
上
の
各
地
で
、
む
し
ろ
地
域
的
な
、
宗
教
的
性
格
を
帯
び
た
民
族
王
義
や
そ
れ
に
類
す
る
も
の
が
非
常
に
強
く
出
て
き
て
、
民
族
同

士
或
い
は
部
族
同
士
の
間
で
激
し
い
闘
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
い
わ
ば
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
、

あ
る
い
は
非
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
も
い
え
る
大
き
な
軸
が
も
う
一
つ
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
情
況
の
中
で
、
人
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
価
値
と
は
何
か
、
何
が
人
生
に
お
け
る
本
当
の
価
値
な
の
か
と
い
う
問
題
を
巡

現
代
を
ど
う
捉
え
る
か

Ｉ



っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
見
方
が
存
在
し
ま
す
。
世
界
的
に
見
れ
ば
、
き
わ
め
て
現
世
的
・
世
俗
的
な
方
向
に
動
い
て
き
て
い
て
、
そ
の
中
で

価
値
観
も
画
一
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。
そ
の
価
値
観
と
は
、
つ
ま
り
は
人
間
の
現
世
の
生
命
、
単
に
長
く
生
き
る

と
い
う
事
実
自
体
が
絶
対
化
さ
れ
、
ま
た
、
こ
の
こ
と
と
連
動
す
る
形
で
お
金
や
経
済
的
な
豊
か
さ
、
そ
う
い
う
も
の
が
至
上
の
価
値
で

あ
る
と
捉
え
る
考
え
方
の
こ
と
で
す
。
あ
え
て
い
え
ば
、
現
実
の
世
界
、
現
実
の
人
生
を
超
え
た
大
き
な
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
っ
た
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
さ
え
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
情
況
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
宗
教
は
、
仏

教
も
含
め
て
、
そ
う
い
っ
た
世
俗
を
超
え
た
、
普
遍
的
・
超
越
的
な
価
値
を
追
求
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
よ
う
な
価
値
観
が
説
得

力
を
無
く
し
て
い
る
と
い
う
情
況
で
す
。
さ
ら
に
、
そ
う
い
っ
た
情
況
と
呼
応
す
る
形
で
、
倫
理
感
の
希
薄
化
も
顕
著
で
す
。
何
が
正
し

い
行
い
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
し
、
倫
理
的
な
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
自
体
が
、
ど
う
で
も
い
い
こ
と
に

な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
Ｉ
そ
ん
な
思
い
を
私
は
い
ま
、
大
変
強
く
も
っ
て
お
り
ま
す
。

今
度
、
総
理
に
な
ら
れ
た
安
倍
晋
三
氏
は
「
美
し
い
国
作
り
」
と
い
う
こ
と
を
事
あ
る
ご
と
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、

美
し
い
国
と
は
一
体
何
を
指
す
の
か
、
そ
の
具
体
的
な
中
身
の
こ
と
は
ま
だ
殆
ど
示
さ
れ
て
い
な
い
で
す
ね
。
美
し
い
国
と
は
、
仏
教
の

文
脈
で
端
的
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
浄
土
で
す
。
浄
土
が
美
し
い
国
な
の
で
す
。
中
国
・
台
湾
の
仏
教
界
で
は
、
現
在
、
「
人
間
浄
土
の

建
立
」
と
い
う
こ
と
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
「
人
間
」
は
「
じ
ん
か
ん
」
と
読
む
の
が
適
切
で
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
」

の
こ
と
で
す
が
、
い
ま
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
現
実
の
世
界
に
浄
土
を
建
立
し
よ
う
、
こ
の
社
会
そ
の
も
の
を
浄
土
に
変
え
よ
う
、
と
い

う
わ
け
で
す
。
真
に
「
美
し
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
お
互
い
に
も
っ
と
突
き
詰
め
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
い
ま
は
一
般
に
、
こ
う
し
た
耳
ざ
わ
り
の
よ
い
言
葉
だ
け
が
一
人
歩
き
し
、
人
を
動
か
し
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
の
で
は
な
い

言
葉
は
本
来
、
「
不
妄
語
戒
」
が
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
心
と
し
っ
か
り
結
ば
れ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
中
身
が
ち
ゃ
ん
と
あ

る
も
の
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
本
来
、
そ
う
い
う
言
葉
こ
そ
が
人
を
動
か
す
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
す
が
、
現
代
は
そ
う
で
な
く
５

な
ら
な
い
ｃ

で
し
ょ
う
か
（



（
｜
）
「
華
厳
思
想
」
の
概
念

さ
て
、
ま
ず
そ
の
「
華
厳
思
想
」
の
こ
と
で
す
が
、
初
め
に
、
「
華
厳
思
想
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
少
し
申
し
上
げ
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
般
に
「
華
厳
思
想
」
と
い
う
言
葉
は
、
大
変
漠
然
と
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
ね
。
私
は
、
先
に
触

れ
た
学
位
論
文
の
中
で
も
、
概
念
の
明
確
化
と
い
う
こ
と
を
強
く
述
べ
た
の
で
す
が
、
従
来
の
研
究
で
用
い
ら
れ
て
き
た
「
華
厳
思
想
」

と
い
う
概
念
を
三
つ
に
整
理
・
区
別
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
華
厳
経
」
の
思
想
と
、
「
華
厳
教
学
」
（
華
厳
宗
の
教
義
）
と
、
華
厳
宗

の
人
び
と
を
含
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
仏
教
者
が
『
華
厳
経
」
の
中
か
ら
汲
み
取
っ
て
自
ら
の
思
想
と
し
て
打
ち
出
し
て
い
っ
た
も
の

を
包
括
的
に
指
す
概
念
と
し
て
の
「
華
厳
思
想
一
般
」
で
す
。
そ
れ
を
区
別
す
る
と
、
こ
れ
ら
三
つ
の
大
き
な
枠
組
み
が
で
き
る
ん
で
す
。

し
か
し
、
勿
論
、
三
つ
が
皆
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
相
互
に
関
連
し
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
に
共
通

て
も
人
を
動
か
せ
る
。
そ
う
い
う
、
い
わ
ば
「
軽
薄
な
時
代
」
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
誠
実
な
言
葉
、
重
み
と
厚
み
の
あ
る

言
葉
を
取
り
戻
す
こ
と
が
、
現
代
社
会
の
一
つ
の
緊
急
な
課
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
も
重
要
な
の
が
、
思
う

に
、
配
布
資
料
に
挙
げ
た
「
人
間
と
し
て
の
責
任
」
の
自
覚
で
す
。
人
と
し
て
何
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
、
家
族
に
対
し
て
、
人

に
対
し
て
、
社
会
に
対
し
て
、
更
に
は
自
然
に
対
し
て
、
地
球
に
対
し
て
何
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。
Ｉ
そ
の
こ
と
を
改
め
て

真
剣
に
考
え
る
べ
き
時
が
き
て
い
る
と
強
く
感
じ
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
外
の
世
界
か
ら
も
仏
教
に
対
す
る
期
待
が
高
ま
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
仏
教
は

人
間
の
在
り
よ
う
と
い
う
も
の
を
、
或
い
は
人
生
の
在
り
よ
う
、
存
在
の
在
り
よ
う
と
い
う
も
の
を
、
深
く
突
き
詰
め
て
考
え
て
い
く
も

の
だ
か
ら
で
す
。
日
本
の
問
題
、
さ
ら
に
は
国
際
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
解
決
の
方
向
を
見
い
だ
し
て
い
く
上
で
、
仏
教
は
さ
ま
ざ
ま
な

示
唆
を
含
ん
で
い
る
、
華
厳
思
想
も
ま
さ
し
く
そ
の
一
つ
で
あ
る
、
と
私
は
確
信
し
て
お
り
ま
す
。

Ⅱ
「
華
厳
思
想
」
と
は
何
か

（



し
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
通
底
す
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
併
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
基

本
的
に
は
上
の
三
つ
の
枠
組
に
区
分
け
し
て
使
っ
て
い
く
の
が
学
問
的
に
は
望
ま
し
い
と
考
え
た
わ
け
で
す
。

先
に
成
立
し
、
流
布
し
て
い
て
、
『
華
厳
経
」
に
取
り
込
ま
れ
た
代
表
的
な
経
典
と
し
て
は
、
例
え
ば
『
十
地
経
」
が
あ
り
ま
す
。
『
華

厳
経
」
で
は
、
「
十
地
品
」
と
い
う
一
章
に
な
っ
て
現
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
す
。
ま
た
先
ほ
ど
言
及
し
ま
し
た
よ
う
に
、
「
ガ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー

ハ
』
は
、
「
華
厳
経
』
で
は
「
入
法
界
品
」
と
い
う
一
章
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
経
典
は
、
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
で
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
、
い
わ
ゆ
る
梵
本
が
完
本
と
し
て
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
来
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
幾
つ
か
の
章
に
関
し

て
も
、
『
華
厳
経
」
が
成
立
す
る
以
前
に
既
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
発
見
さ
れ
た
断
簡
や
後
代
の
文
献
の
引
用
文
か
ら
分
か
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
「
華
厳
経
』
は
あ
る
時
期
、
お
そ
ら
く
四
世
紀
の
末
か
ら
五
世
紀
の
初
め
、
西
暦
四
百
年
前
後
に
、
中
国
も
視
野
に
入

う
て
ん

る
西
域
の
オ
ア
シ
ス
都
市
国
家
コ
ー
タ
ン
（
干
間
。
現
在
の
和
田
）
あ
た
り
で
集
成
さ
れ
た
、
大
変
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
総
合
的
な
大
乗

経
典
な
の
で
す
。

纒
め
ら
れ
た
経
典
な
の
で
す
。

先
に
成
立
し
、
流
布
し
て
恥

（
二
）
「
華
厳
経
」
の
成
立

『
華
厳
経
」
と
い
う
経
典
は
、
大
乗
仏
典
の
中
で
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
て
来
て
お
り
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、

あ
る
時
期
に
一
気
に
成
立
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
「
華
厳
経
」
は
、
そ
れ
以
前
に
成
立
し
て
い
た
、
一
つ
の
視
点
か
ら

見
れ
ば
同
じ
傾
向
を
も
つ
重
要
な
経
典
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
ら
を
集
め
、
い
く
つ
か
の
章
（
品
）
を
付
け
加
え
て
、
一
つ
に

（
｜
｜
｜
）

で
は
、

『
華
厳
経
」
の
意
図
と
構
想

そ
の
『
華
厳
経
』
を
編
輯
す
る
に
当
た
っ
て
、
こ
れ
に
携
わ
っ
た
人
々
は
何
を
意
図
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
突
き
詰
め
７



れ
ば
、
非
常
に
単
純
で
す
。
す
な
わ
ち
、
菩
薩
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
菩
薩
と
し
て
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
８

菩
薩
の
世
界
は
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
か
、
菩
薩
の
修
行
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
や
が
て
仏
と
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
開
示
す

る
の
が
、
そ
の
意
図
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
構
想
上
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
背
景
な
い
し
舞
台
と
し
て
、
仏
の
悟
り
の
世
界
、
つ
ま
り
菩
提
樹
の
下
で
悟
り
を
開
か
れ
た
釈

尊
の
悟
り
の
世
界
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
仏
の
悟
り
の
世
界
に
包
ま
れ
、
支
え
ら
れ
つ
つ
、
菩
薩
が
成
仏
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
く
、

そ
の
菩
薩
の
あ
り
よ
う
を
綿
密
に
説
い
て
い
く
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
開
示
の
仕
方
で
す
が
、
前
半
は
菩
薩
の
境
地
の
発
展
を
十
地
品

に
中
心
を
お
い
て
段
階
的
に
開
示
す
る
と
い
う
形
で
あ
り
、
後
半
、
具
体
的
に
は
全
体
の
約
三
分
の
一
を
占
め
る
入
法
界
品
で
は
、
そ
れ

と
対
応
さ
せ
て
、
修
行
者
が
具
体
的
に
こ
の
よ
う
な
歩
み
を
す
る
と
い
う
例
示
な
の
で
す
。
両
面
か
ら
、
菩
薩
の
道
を
明
ら
か
に
し
よ
う

で
も
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
一

経
典
は
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
前
提
的
に
置
か
れ
る
仏
の
悟
り
の
世
界
も
、
大
変
規
模
が
大
き
い
も
の
で
す
。
経
典
の
冒
頭
は
、
釈
尊
が
菩
提
樹
下
で
悟
り
を

ひ
ら
か
れ
た
情
景
の
描
写
な
の
で
す
が
、
そ
の
情
景
が
広
大
か
つ
壮
麗
で
す
。
そ
し
て
、
釈
尊
自
身
は
悟
り
の
中
に
お
ら
れ
ま
す
の
で
、

終
始
一
貫
、
沈
黙
の
ま
ま
で
す
。
沈
黙
の
ま
ま
に
、
「
七
処
八
会
」
（
七
幕
八
場
）
の
会
座
を
地
上
か
ら
天
界
へ
、
天
界
か
ら
ま
た
地
上
へ

と
移
動
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
天
界
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
欲
界
の
中
の
諸
天
で
、
欲
界
を
出
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、

誰
が
教
え
を
説
く
の
か
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
座
に
集
ま
る
菩
薩
達
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
、
神
々
も
賛
歌
を
歌
う
と
い
っ
た
役
割
を

担
い
ま
す
。
こ
う
い
う
形
で
、
仏
の
お
ら
れ
る
集
会
の
場
が
動
い
て
い
く
ん
で
す
ね
。
「
華
厳
経
を
よ
む
」
と
い
う
私
の
小
さ
な
本
の
中

で
も
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
文
学
的
に
は
一
種
の
宇
宙
歌
劇
と
い
い
ま
す
か
、
大
オ
ペ
ラ
の
台
本
の
よ
う
な
性
格
を
「
華
厳
経
」
と
い
う

そ
の
有
様
に
つ
き
ま
し
て
、
鈴
木
大
拙
先
生
は
、
資
料
に
記
し
ま
し
た
よ
う
に
、
「
不
可
思
議
が
動
い
て
い
る
」
と
表
現
し
て
お
ら
れ

ま
す
。
こ
れ
は
『
華
厳
の
研
究
」
と
い
う
本
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
正
確
に
申
し
ま
す
と
、
「
経
典
全
体
を
通
し
て
流

と
い
う
わ
け
で
す
。



れ
て
い
る
主
潮
的
感
情
と
い
う
の
は
、
思
議
と
可
説
と
の
力
を
超
え
た
、
量
る
こ
と
の
で
き
な
い
壮
大
な
不
可
思
議
が
生
き
生
き
と
動
い

て
い
る
と
い
う
感
じ
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
の
で
す
。
菩
提
樹
の
下
で
悟
り
を
開
か
れ
た
釈
尊
を
原
点
と
し
て
、
仏
の
世
界
が
一
気
に
宇
宙

大
に
ま
で
拡
大
を
し
て
い
く
。
そ
し
て
仏
は
、
沈
黙
を
さ
れ
た
ま
ま
、
し
か
も
元
の
場
を
離
れ
ず
に
次
の
集
会
の
場
へ
と
動
か
れ
る
。

ｌ
こ
れ
が
経
典
の
描
写
な
の
で
す
が
、
大
拙
先
生
は
、
そ
う
い
っ
た
悟
り
の
世
界
の
展
開
を
「
不
可
思
議
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ

こ
の
よ
う
に
、
非
常
に
大
き
く
、
か
つ
特
徴
的
な
構
想
を
持
っ
た
経
典
が
『
華
厳
経
」
で
す
。
こ
の
中
で
い
ろ
い
ろ
と
大
事
な
教
説
が

あ
り
ま
す
が
、
ま
ず
主
題
で
あ
る
菩
薩
の
道
を
纒
め
て
申
し
ま
す
と
、
「
十
住
・
十
行
・
十
廻
向
・
十
地
」
の
四
十
の
境
位
に
な
り
ま
す
。

菩
薩
の
階
梯
と
し
て
は
、
一
般
に
は
、
上
の
四
十
位
に
入
る
前
段
階
と
し
て
十
信
を
入
れ
、
さ
ら
に
十
地
の
後
に
等
覚
位
と
妙
覚
位
を
加

え
た
五
十
二
位
の
段
階
に
区
別
さ
れ
ま
す
。
「
華
厳
経
」
の
注
釈
者
た
ち
の
多
く
も
、
そ
の
考
え
方
に
則
っ
て
解
釈
を
し
て
お
り
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
「
華
厳
経
」
自
体
は
、
五
十
二
位
は
説
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
『
華
厳
経
」
に
関
連
づ
け
て
中
国
で
編
纂
さ
れ
た
と
推

測
さ
れ
る
『
菩
薩
理
路
本
業
経
』
と
い
う
経
典
に
出
て
く
る
も
の
で
、
そ
れ
が
「
華
厳
経
』
の
解
釈
に
も
取
り
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
な

ん
で
す
ね
。
「
華
厳
経
」
に
は
、
具
体
的
に
こ
の
「
十
住
・
十
行
・
十
廻
向
・
十
地
」
の
四
十
位
が
説
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
上
に

予
測
的
に
仏
の
世
界
、
仏
地
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
で
す
か
ら
そ
れ
を
入
れ
る
と
四
十
一
位
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
『
華
厳
経
」
の
構
想

で
す
が
、
『
華
厳
経
」
は
大
変
難
し
い
経
典
で
、
菩
薩
の
難
行
・
苦
行
を
説
い
て
い
る
も
の
、
と
い
う
捉
え
方
が
長
く
な
さ
れ
て
き
た
最

大
の
理
由
は
、
こ
う
し
た
階
梯
論
の
開
示
に
あ
り
ま
し
ょ
う
。

ち
な
み
に
申
し
ま
す
と
、
「
華
厳
経
」
に
は
き
わ
め
て
多
く
の
菩
薩
が
登
場
し
て
、
交
代
し
な
が
ら
主
役
を
務
め
ま
す
。
例
え
ば
、
の

ち
に
述
べ
る
「
信
」
の
教
説
を
提
示
す
る
の
は
賢
首
菩
薩
で
あ
り
、
菩
薩
の
最
終
的
な
境
地
と
し
て
の
十
地
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
金
剛

蔵
菩
薩
で
す
。
し
か
し
、
『
華
厳
経
」
を
仏
・
菩
薩
に
よ
っ
て
象
徴
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
「
三
聖
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
が
一
般

的
で
す
。
す
な
わ
ち
、
教
主
と
し
て
の
盧
舎
那
仏
（
Ⅱ
毘
盧
遮
那
仏
）
と
文
殊
・
普
賢
の
両
菩
薩
で
す
。
こ
れ
は
、
主
に
、
文
殊
菩
薩
が

て
い
る
わ
け
で
す
。
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換
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

皆
さ
ん
は
「
三
帰
依
文
」
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
。
初
め
に
「
自
ら
仏
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
」
（
自
帰
依
仏
）
と
あ
っ
て
、
そ
の
後
に

「
当
に
願
わ
く
は
、
衆
生
と
と
も
に
、
大
道
を
体
解
し
て
、
無
上
意
を
発
さ
ん
」
（
当
願
衆
生
、
体
解
大
道
、
発
無
上
意
。
末
尾
の
「
意
」

は
「
心
」
に
代
え
て
読
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
と
あ
り
、
さ
ら
に
「
自
帰
依
法
」
云
々
、
「
自
帰
依
僧
」
云
々
と
あ
り
ま
す
ね
。
実
は
こ

の
言
葉
は
、
『
華
厳
経
」
の
「
浄
行
品
」
に
出
て
く
る
願
文
の
一
部
が
元
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
一
章
は
、
文
殊
菩
薩
の
教
説
と
し
て
、
菩
薩
が
在
俗
生
活
を
送
っ
て
い
る
段
階
か
ら
戒
を
受
け
て
出
家
を
す
る
、
そ
し
て
修
行
生

活
を
進
め
て
い
く
と
い
う
、
こ
う
い
う
流
れ
に
応
じ
た
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
、
「
生
き
と
し
い
け
る
も
の
は
こ
の
よ
う
に
あ

れ
」
と
願
っ
て
、
一
つ
一
つ
願
い
を
立
て
て
い
く
こ
と
が
説
か
れ
る
の
で
す
。
「
三
帰
依
文
」
は
そ
の
中
の
一
部
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
『
華
厳
経
』
の
原
文
に
即
し
て
読
め
ば
、
「
衆
生
と
と
も
に
」
と
い
う
読
み
方
は
で
き
ま
せ
ん
。
上
記
の
「
自
帰
依
仏
」
の
一
文

は
、
あ
く
ま
で
菩
薩
の
願
い
で
す
か
ら
、
「
自
ら
仏
に
帰
し
た
て
ま
つ
る
（
自
帰
於
仏
）
。
当
に
願
わ
く
は
、
衆
生
の
、
大
道
を
体
解
し
て
、

無
上
意
を
発
さ
ん
こ
と
を
」
と
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
す
。
菩
薩
が
、
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
、
皆
こ
う
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
」

と
願
う
、
そ
う
い
う
強
い
願
い
を
提
示
し
た
言
葉
な
の
で
す
。
そ
れ
を
い
ま
、
「
衆
生
と
と
も
に
」
と
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
後

代
に
類
似
す
る
願
文
が
現
れ
た
こ
と
の
影
響
も
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
人
間
誰
も
が
衆
生
の
一
人
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
の
も
の
に
転

（
四
）
願
い
の
問
題

前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
華
厳
経
」
で
は
、
四
十
位
（
あ
る
い
は
予
測
的
な
仏
位
を
加
え
た
四
十
一
位
）
に
よ
っ
て
菩
薩
の
境
地
の

展
開
が
説
か
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
た
菩
薩
道
の
展
開
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
菩
薩
の

菩
薩
道
の
求
道
の
旅
の
指
示
を
し
、
普
賢
菩
薩
が
最
後
に
教
え
を
説
く
と
い
う
「
入
法
界
品
」
の
構
想
に
基
づ
く
も
の
で
す
。

願
い
」
の
問
題
で
す
。
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少
し
横
道
に
逸
れ
ま
し
た
。
話
を
元
に
戻
し
ま
す
と
、
こ
の
浄
行
品
に
示
さ
れ
る
菩
薩
の
願
い
は
、
結
局
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す

べ
て
が
幸
せ
で
あ
る
よ
う
に
、
安
ら
ぎ
の
岸
へ
と
渡
れ
る
よ
う
に
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
ま
す
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
如
来

の
い
わ
ゆ
る
四
十
八
願
と
も
共
通
す
る
誓
願
の
精
神
、
中
身
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
菩
薩
一
人
一
人
が
そ
う
し
た
大
き
な
願

い
を
持
つ
・
具
体
的
に
い
ま
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
が
問
題
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
父
母
と
と
も
に
あ
っ
て
孝
行
し
て
い

る
と
き
に
も
、
父
母
だ
け
が
こ
う
な
れ
ば
い
い
と
言
う
の
で
は
な
く
、
家
族
と
い
う
枠
を
超
え
て
、
衆
生
の
す
べ
て
が
「
一
切
の
も
の
に

守
ら
れ
て
、
永
遠
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
」
と
願
う
の
で
す
。
こ
の
浄
行
品
の
教
説
に
、
私
は
、
菩
薩
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
原

点
が
あ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

の
一
句
で
し
ょ
う
。
こ
の
中
の
「
道
」
は
、
今
も
広
く
行
わ
れ
て
い
る
成
道
会
の
「
道
」
と
同
じ
く
、
お
そ
ら
く
悟
り
の
意
味
で
す
が
、

「
信
」
が
「
道
」
の
根
源
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
善
な
る
法
が
生
ま
れ
、
や
が
て
仏
の
悟
り
が
開
か
れ
て
い
く
、
と
い
う
の
で
す
。

し
か
も
、
「
信
」
の
教
説
は
、
こ
れ
だ
け
で
終
わ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
後
に
は
、

（
五
）
「
信
」
の
位
相

こ
う
し
た
教
説
に
続
い
て
、
「
賢
首
菩
薩
品
」
に
お
い
て
、
実
際
の
菩
薩
道
の
段
階
が
説
き
始
め
ら
れ
る
前
に
、
信
の
重
要
性
と
そ
れ

に
も
と
づ
く
実
践
と
そ
の
功
徳
が
、
賢
首
菩
薩
に
よ
っ
て
丁
寧
に
説
き
示
さ
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
、
と
く
に
重
要
な
の
は
「
信
」
に
関
す

る
教
説
で
す
の
で
、
そ
れ
を
少
し
ご
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
実
は
、
親
鶯
聖
人
も
「
教
行
信
証
」
の
信
の
巻
で
引
用
な
さ
っ

て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
も
っ
と
も
有
名
な
の
は
、

虎

信
は
道
の
元
、
功
徳
の
母
為
り
。
一
切
の
諸
々
の
善
法
を
増
長
し
、
一
切
の
諸
々
の
疑
惑
を
除
減
し
て
、
無
上
道
を
示
現
し
開
発
す
。
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（
六
）
教
判
的
位
置
づ
け
の
問
題

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
、
『
華
厳
経
」
が
非
常
に
難
し
い
経
典
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
実
は
中
国
に
『
華
厳
経
」
が
伝
わ
り
ま
し
て
、
そ

の
教
判
的
な
位
置
づ
け
と
い
う
の
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
教
判
と
い
う
の
は
日
本
で
生
ま
れ
た
言
葉
で
、
「
教
相
判
釈
」
の
略
称
で
す
が
、

釈
尊
が
教
え
と
し
て
具
体
的
に
示
さ
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
経
」
の
内
容
を
判
定
し
解
釈
し
て
、
そ
れ
が
い
つ
、
ど
う
い
う
人
た
ち
を

対
象
に
、
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
確
定
し
て
、
た
く
さ
ん
あ
る
経
典
全
体
を
整
合
的
に
位
置
づ
け
体
系

化
す
る
、
と
い
う
仕
事
の
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
こ
の
「
教
判
」
と
い
う
の
は
、
中
国
で
長
く
用
い
ら
れ
て
き
た
用
語
法
で
は
、
「
判
教
」

と
い
う
表
現
の
方
が
適
切
で
す
し
、
現
在
も
、
中
国
で
は
「
判
教
」
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
日
本
の
学
問
的
伝
統
に
し
た
が

っ
て
「
教
判
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
中
国
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
き
わ
め
て
早
く
、
遅
く

と
も
最
初
に
『
華
厳
経
』
が
伝
訳
さ
れ
た
五
世
紀
頃
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
教
判
が
次
々
と
誕
生
し
た
こ
と
は
確
実
で
す
。

さ
て
、
そ
れ
ら
の
教
判
の
中
で
「
華
厳
経
」
は
多
く
「
頓
教
」
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
も
っ
と
も
代
表
的
な
位
置
づ
け
、
性
格
づ
け
で

す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
教
判
は
、
基
本
的
に
は
釈
尊
の
教
え
を
「
頓
」
（
直
接
的
に
、
す
み
や
か
に
、
の
意
）
と
「
漸
」
（
順
序
を
追
っ
て
、

ゆ
っ
く
り
と
、
の
意
）
に
分
け
る
も
の
で
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
『
華
厳
経
」
だ
け
が
頓
教
に
配
さ
れ
、
他
の
も
の
は
、
お
な
じ
み
の

な
ど
、
信
の
性
格
と
そ
の
重
要
性
を
述
べ
る
詩
句
が
い
く
つ
も
出
て
き
ま
す
。
要
す
る
に
、
「
信
」
が
貫
か
れ
る
中
で
初
め
て
あ
ら
ゆ
る

菩
薩
の
実
践
が
可
能
と
な
る
、
と
い
う
よ
り
、
も
し
も
し
っ
か
り
と
「
信
」
が
確
立
す
れ
ば
、
十
住
・
十
行
。
十
廻
向
・
十
地
と
い
う
菩

薩
の
実
践
は
お
の
ず
か
ら
進
展
し
て
い
く
。
Ｉ
そ
う
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

き
ょ
浄
っ
．
ま
ん

〃
§
聾
｝
よ
・
っ

浄
信
は
垢
を
離
れ
、
心
を
堅
固
に
す
。
賄
慢
を
滅
除
し
て
恭
敬
の
本
た
り
。
信
は
是
れ
宝
蔵
、
第
一
の
法
な
り
。
清
浄
な
る
手
と
吃

も
ろ
も
ろ

為
り
て
、
衆
の
行
を
受
く
。



『
法
華
経
」
を
は
じ
め
、
み
な
漸
教
と
見
な
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
『
華
厳
経
』
の
み
が
、
釈
尊
が
悟
ら
れ
た
す
ぐ
後
に
、
優
れ
た
機

根
の
菩
薩
た
ち
に
対
し
て
直
接
説
か
れ
た
教
え
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
教
判
の
修
正
版
と
し
て
、
も
う
一
つ
そ
の
位

置
を
高
め
、
円
教
な
ど
と
す
る
も
の
も
出
て
き
ま
す
。
『
華
厳
経
」
が
完
全
な
教
え
、
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
教
え
で
あ
る
と
い
う
わ
け

で
す
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
が
「
華
厳
経
」
自
体
の
教
説
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
ま
し
ょ
う
が
、
そ
の
裏
返
し

と
し
て
、
「
華
厳
経
」
は
「
近
寄
り
が
た
い
、
特
別
の
人
に
し
か
分
か
ら
な
い
難
し
い
お
経
で
あ
る
」
と
い
う
受
け
取
り
方
を
生
み
出
し

て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

と
も
あ
れ
、
そ
ん
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
な
が
ら
、
『
華
厳
経
』
の
研
究
は
伝
訳
直
後
か
ら
、
中
国
で
盛
ん
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し

て
、
や
が
て
晴
代
か
ら
初
唐
代
に
か
け
て
、
学
派
と
し
て
の
華
厳
宗
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
教
学
、
つ
ま
り
華
厳
教
学
が
完
成
さ
れ
て
い
く

わ
け
で
す
。
ち
な
み
に
、
大
成
さ
れ
た
華
厳
教
学
の
教
判
に
お
い
て
は
、
「
華
厳
経
』
は
一
乗
円
教
、
あ
る
い
は
一
乗
別
教
に
配
さ
れ
て

い
ま
す
。

（
七
）
華
厳
教
学
の
基
本
的
特
徴
－
唯
心
観

で
は
、
華
厳
教
学
の
思
想
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。
本
日
は
、
そ
の
中
身
に
つ
い
て
詳
し
く
申
し
上
げ
る
時
間
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
私
が
考
え
る
そ
の
要
点
の
み
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
思
う
に
、
一
つ
は
「
三
界
唯
心
」
の
思
想
で
す
。
漢
訳
の
『
華

厳
経
」
の
中
で
そ
れ
を
表
す
代
表
的
な
教
説
は
、
「
三
界
虚
妄
、
唯
是
心
作
」
で
す
。
す
な
わ
ち
、
「
［
私
ど
も
が
生
き
て
い
る
こ
の
欲
界

を
含
む
］
三
つ
の
世
界
は
、
ど
れ
も
仮
に
あ
る
、
む
な
し
い
迷
い
の
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
す
べ
て
心
が
造
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う

の
で
す
。
こ
の
漢
訳
の
教
説
に
相
当
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
「
こ
の
三
界
に
属
す
る
も
の
は
、
こ
の
心
の
み
な
る

も
の
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
原
文
に
は
「
心
が
造
る
」
と
い
う
表
現
は
な
く
、
率
直
に
深
い
瞑
想
体
験
の
中
で
捉
え
ら

れ
る
世
界
観
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
も
こ
れ
に
続
い
て
「
［
迷
い
の
世
界
を
構
成

1 ，
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す
る
］
十
二
因
縁
の
諸
要
素
も
、
ま
た
す
べ
て
一
心
に
依
存
す
る
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
「
心
が
作
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
心
を
存
在
世
界
の
根
底
に
見
る
、
一
種
の
唯
心
の
世
界
観
が
全
体
的
な
基
調
と
し
て
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
上
の
教
説
と
並
ん
で
唯
心
の
世
界
観
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
、
「
心
仏
及
衆
生
、
是
三
無
差
別
」
と
い
う
教
説
も
あ
り

ま
す
。
、
心
と
仏
と
衆
生
と
に
は
、
何
の
区
別
も
な
い
。
心
が
仏
で
あ
り
、
仏
が
衆
生
で
あ
り
、
衆
生
が
仏
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。

実
は
こ
の
言
葉
は
、
天
台
宗
の
教
学
の
成
立
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
天
台
宗
の
立
場
は
、
一
言
で
い
え
ば
「
観
心
」
、
す
な

わ
ち
、
自
分
の
心
を
深
く
観
察
し
、
そ
の
位
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
基
礎
を
造
っ
た
人
は
、
南
嶽
惹

思
で
す
。
こ
の
慧
思
禅
師
が
、
上
の
言
葉
に
触
発
さ
れ
て
非
常
に
重
要
な
天
台
教
学
の
枠
組
み
の
一
部
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
す
。

天
台
宗
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
『
法
華
経
」
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
、
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
ね
。
或
い
は
少
し
踏
み
込
ん
で
、

「
法
華
経
」
と
『
浬
樂
経
」
、
こ
れ
ら
二
つ
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
と
も
論
じ
ら
れ
ま
す
。
確
か
に
天
台
宗
で
は
、
ブ
ッ
ダ
が
嚴
後
に

説
か
れ
た
も
の
と
し
て
こ
の
二
つ
を
立
て
ま
す
の
で
、
そ
う
し
た
見
方
が
間
違
い
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
実
際
の
教
理
が

ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
事
は
さ
ほ
ど
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
む
し
ろ
『
華
厳
経
」
に
基

づ
い
て
生
ま
れ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
教
理
も
あ
る
の
で
す
。
そ
の
一
つ
が
、
今
の
「
心
仏
及
衆
生
、
是
三
無
差
別
」
と

い
う
教
説
で
す
。
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
で
す
が
、
そ
の
よ
う
に
、
『
華
厳
経
』
は
、
華
厳
宗
の
枠
を
超
え
て
、
東
ア
ジ
ア
で
成
立
し
た
諸

学
派
・
諸
宗
派
の
教
理
の
形
成
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
わ
け
な
の
で
す
。

け
れ
ど
も
他
方
、
東
ア
ジ
ア
世
界
で
見
逃
さ
れ
た
り
軽
視
さ
れ
た
り
し
て
し
ま
う
重
要
な
教
説
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
、
上
の
偶

文
の
一
句
の
後
に
出
て
く
る
教
説
で
、
そ
の
末
尾
に
は
「
若
し
人
、
求
め
て
三
世
一
切
の
仏
を
知
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
ま
さ
に
是
の
如
く
観

ず
べ
し
。
心
は
諸
々
の
如
来
を
造
る
」
、
と
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
「
心
が
諸
々
の
如
来
を
造
る
」
と
、
そ
の
よ
う
に
し
っ
か
り
観
察
し

な
さ
い
、
と
い
う
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
一
連
の
教
説
は
、
単
に
客
観
的
に
「
唯
心
」
の
世
界
観
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
私
た
ち
自
身
が
如
来
に
な
っ
て
い
く
歩
み
の
中
で
、
そ
の
拠
り
処
と
し
て
の
心
の
本
質
を
開
示
し
、
｜
人
ひ
と
り
が
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し
っ
か
り
と
心
を
見
つ
め
、
心
を
清
め
て
い
く
、
そ
の
道
程
の
中
で
こ
そ
、
仏
は
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
わ
け
で
す

ね
。
『
華
厳
経
」
に
示
さ
れ
る
こ
う
い
う
実
践
的
な
方
向
性
と
い
う
も
の
が
、
華
厳
教
学
を
は
じ
め
、
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
で
は
明
確
に
示

さ
れ
な
い
で
き
た
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
で
す
。
裏
返
し
て
い
え
ば
、
単
に
「
華
厳
経
」
の
捉
え
方
と
し
て
、
素
晴
ら
し
い
世
界
観
の

表
明
、
美
し
い
悟
り
の
世
界
を
描
き
出
し
て
い
る
、
と
い
う
方
向
の
把
握
だ
け
で
お
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
の
で
す
。
そ
し

て
、
こ
の
こ
と
に
は
、
「
漢
訳
」
の
訳
文
と
い
う
も
の
が
関
わ
っ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
東
ア
ジ
ア

の
『
華
厳
経
」
理
解
に
お
け
る
大
変
大
き
な
問
題
の
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
八
）
縁
起
観

さ
て
、
で
は
華
厳
教
学
は
、
『
華
厳
経
」
の
ど
の
よ
う
な
点
を
と
く
に
深
く
掘
り
下
げ
、
仏
教
思
想
の
展
開
に
貢
献
し
た
の
で
し
ょ
う

か
。
思
う
に
、
そ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
も
っ
と
も
大
き
な
も
の
は
、
や
は
り
縁
起
の
考
え
方
を

一
種
の
存
在
論
哲
学
と
し
て
体
系
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
の
縁
起
観
は
、
包
括
的
に
「
法
界
縁
起
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
「
法
界
」
と
い
う
語
は
、
天
台
宗
で
は
「
ほ
う
か
い
」
で
、
華
厳
宗
で

は
「
ほ
つ
か
い
」
と
読
ま
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
非
常
に
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
、
時
間
や
空
間
も
含
め
た
縁
起
説
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の

究
極
的
な
あ
り
よ
う
を
示
す
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
が
、
「
事
事
無
礒
」
で
す
。
こ
れ
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
仏
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
あ

ら
ゆ
る
物
事
は
互
に
何
の
妨
げ
も
な
く
交
わ
り
あ
い
、
一
体
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
が
分
節
さ
れ
て
説
明
さ
れ
た
も
の

が
「
相
即
相
入
」
で
す
。
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
物
事
は
本
質
的
に
は
相
互
に
一
体
で
あ
り
（
相
即
）
、
働
き
の
面
か
ら
い
う
と
互
い
に
入

り
あ
い
、
互
い
に
融
合
し
合
う
（
相
入
）
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
例
え
ば
、
今
こ
う
し
て
私
が
お
話
を
し
て
皆
さ
ん
が
聞
い

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
、
こ
の
事
態
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
が
、
「
無
砿
」
で
あ
り
、
「
相
即
相
入
」
し
て
い
る
、
と
見
る
の
で
す
。
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次
に
、
実
践
的
な
面
で
は
、
華
厳
宗
の
祖
師
た
ち
、
ひ
い
て
は
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
者
た
ち
が
と
く
に
注
目
し
た
の
は
、
梵
行
品
に
あ
る

「
初
発
心
時
、
便
成
正
覚
」
の
教
説
で
す
。
「
初
め
て
発
心
す
る
時
、
便
ち
正
覚
を
成
ず
」
と
読
み
ま
す
が
、
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す

べ
て
を
救
お
う
と
菩
提
心
を
お
こ
す
。
そ
の
決
意
を
し
た
瞬
間
に
、
仏
の
悟
り
が
完
成
す
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
菩

薩
の
実
践
の
本
質
的
な
様
態
を
開
示
し
て
い
る
も
の
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
指
摘
だ
と
い
え
ま
す
。
こ
の
把
捉
が
い
っ
そ
う
突
き
詰
め
ら

れ
て
、
後
に
は
「
信
満
成
仏
」
、
す
な
わ
ち
、
「
信
が
完
成
し
た
と
き
、
仏
と
な
る
」
と
い
う
把
捉
も
生
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
こ
と
だ
け
が
強
調
さ
れ
、
一
人
歩
き
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、
危
険
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
着
実
な
修
行
の

積
み
重
ね
、
信
仰
を
深
め
て
い
く
具
体
的
な
道
筋
の
大
切
さ
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
す
。
や
や
も
す
る
と
、

発
心
し
た
ら
、
さ
ら
に
は
、
信
心
を
も
っ
た
ら
そ
れ
で
よ
い
、
と
い
っ
た
話
に
な
る
わ
け
で
す
。
少
な
く
と
も
『
華
厳
経
」
の
教
説
で
は
、

本
来
の
意
味
か
ら
い
え
ば
決
し
て
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
が
、
現
実
に
は
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
、
社
会
の
中
で
機
能
す

る
。
そ
の
た
め
に
、
｜
歩
一
歩
の
着
実
な
努
力
、
日
々
の
精
進
と
い
う
も
の
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
残
念
な
が
ら
、
歴
史
上

に
跡
づ
け
ら
れ
て
き
た
東
ア
ジ
ア
仏
教
、
と
く
に
日
本
仏
教
の
一
面
な
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
今
日
は
お
話
し
す
る
時
間
が
あ

り
ま
せ
ん
が
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
は
、
生
死
は
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
輪
廻
思
想
を
も
つ
イ
ン
ド
と
異
な
り
、
時
間
的
に
は
現
世
限
り
、

空
間
的
に
は
見
え
る
世
界
の
み
と
い
う
枠
の
中
で
い
の
ち
の
問
題
、
な
い
し
人
格
の
完
成
の
問
題
を
考
え
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
、
深
く

関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
た
ち
は
、
『
華
厳
経
」
そ
の
他
の
大
乗
の
諸
経
典
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
、
三
世
・
十
方
の
不
可
思

議
か
つ
広
大
な
世
界
へ
と
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
が
で
き
る
に
従
っ
て
、
私
た
ち
自
身
が
よ
り
大
き
く
豊

か
な
心
を
も
て
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
九
）
実
践
論
－
発
心
と
成
仏
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一
つ
は
今
申
し
上
げ
た
仏
光
観
の
問
題
と
も
関
わ
る
の
で
す
が
、
『
華
厳
経
」
に
は
実
に
大
き
な
世
界
観
が
展
開
し
て
い
ま
す
。
皮
肉

な
こ
と
に
、
私
た
ち
は
科
学
文
明
の
発
達
の
中
で
、
古
代
の
人
々
が
も
っ
て
い
た
豊
か
な
空
想
力
を
失
い
、
一
見
、
科
学
的
な
狭
い
枠
の

中
で
し
か
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
『
華
厳
経
」
の
中
に
は
、
比
嚥
的
に
い
え
ば

．
滴
の
し
ず
く
の
中
に
大
宇
宙
が
宿
っ
て
い
る
」
と
も
い
え
る
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
ん
な
小
さ
な
も
の
で
も
、
つ
ま
ら
な

い
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
け
れ
ど
も
、
世
界
観
と
し
て
は
大
き
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
よ
い
。
こ
れ
は
、
空
間
的
な
意
味
で

も
、
時
間
的
な
意
味
に
お
い
て
も
、
で
す
。
私
た
ち
の
生
命
も
、
決
し
て
こ
の
世
に
ぽ
ん
と
偶
然
的
に
生
ま
れ
出
て
こ
こ
に
あ
り
、
死
ね

ば
そ
れ
で
す
べ
て
終
わ
り
、
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
個
の
生
物
と
し
て
、
大
き
な
生
命
の
流
れ
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
絶
対
的

す
0

と
こ
ろ
で
、
華
厳
宗
に
は
属
し
ま
せ
ん
が
、
ほ
ぼ
華
厳
教
学
を
大
成
し
た
法
蔵
と
同
時
代
に
、
李
通
玄
と
い
う
居
士
が
お
り
ま
す
。
か

れ
は
、
き
わ
め
て
実
践
的
な
視
点
か
ら
独
自
の
『
華
厳
経
」
解
釈
を
行
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
具
体
的
な
観
法
と
し

て
、
仏
光
観
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
実
修
者
は
、
か
れ
よ
り
前
に
も
い
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
が
、
実
際
に
そ
の
実
修
法
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
の
は
、
か
れ
が
最
初
の
よ
う
で
す
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
「
仏
光
観
」
と
い
う
観
法
は
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
、
仏
が
自
ら
の

身
体
の
部
位
か
ら
発
す
る
光
が
次
第
に
広
が
り
、
世
界
の
果
て
ま
で
も
照
ら
し
出
し
て
い
く
、
そ
の
光
の
広
が
っ
て
い
く
あ
り
さ
ま
を
そ

の
ま
ま
念
想
し
観
察
し
て
い
く
と
い
う
、
一
種
の
瞑
想
法
で
す
。
日
本
の
鎌
倉
時
代
に
明
惠
上
人
は
、
こ
れ
を
学
び
、
取
り
入
れ
て
、
華

厳
宗
の
復
興
に
尽
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
『
華
厳
経
」
の
学
習
と
研
究
の
流
れ
か
ら
は
、
こ
う
い
う
も
の
も
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

最
後
に
、
結
論
に
代
え
て
五
つ
ほ
ど
、
こ
れ
ま
で
の
話
を
纒
め
っ
っ
、
提
言
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま

（
十
）
仏
光
観Ⅲ

い
ま
、
華
厳
思
想
か
ら
何
を
学
ぶ
か

1ワ
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な
仏
の
い
の
ち
そ
の
も
の
を
抱
え
込
ん
で
い
る
、
不
可
思
議
な
存
在
の
世
界
全
体
の
一
つ
の
結
節
点
と
し
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

第
二
は
、
願
い
の
大
切
さ
で
す
。
釈
尊
や
阿
弥
陀
如
来
を
は
じ
め
、
す
、
べ
て
の
仏
は
、
ま
ず
菩
薩
と
し
て
修
行
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
時

に
は
必
ず
誓
願
を
立
て
ら
れ
、
そ
れ
が
完
成
さ
れ
て
仏
に
な
ら
れ
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
願
い
こ
そ
、
菩
薩
の
修
行
、
菩
薩
の
利
他
の
活

動
の
原
点
な
の
で
す
。
私
た
ち
自
身
も
、
自
ら
の
生
き
方
の
中
で
ど
う
い
う
願
い
を
も
つ
か
、
私
は
こ
れ
が
一
番
の
基
底
だ
と
思
い
ま
す
。

願
い
の
も
ち
よ
う
、
ど
う
い
う
願
い
を
ど
れ
だ
け
強
く
も
つ
か
、
そ
こ
に
す
べ
て
が
掛
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て

そ
の
こ
と
を
『
華
厳
経
」
は
、
き
ち
ん
と
教
え
て
く
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

第
三
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
東
ア
ジ
ア
仏
教
の
弱
点
と
い
え
る
、
弛
み
な
い
歩
み
の
問
題
で
す
。
一
日
一
日
、
一
瞬
一
瞬
の
私
た

ち
の
精
進
の
歩
み
が
、
実
は
、
意
識
す
る
し
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
間
違
い
な
く
、
仏
と
成
っ
て
い
く
、
そ
の
道
に
つ
な
が
っ
て
い
る
は
ず

で
す
。
そ
の
一
歩
一
歩
の
歩
み
を
し
っ
か
り
と
見
つ
め
る
、
そ
れ
を
大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
で
い
い
ん
だ
と
、
一
つ
の
信

仰
的
立
場
が
得
ら
れ
た
ら
、
そ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
心
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
「
道
の
元
、
功
徳

の
母
」
で
す
。
ス
タ
ー
ト
で
あ
り
な
が
ら
、
果
て
し
な
く
熟
し
て
い
く
。
お
の
ず
か
ら
人
を
仏
の
悟
り
へ
と
近
づ
け
て
い
く
。
Ｉ
こ
の

こ
と
を
し
っ
か
り
と
心
に
刻
ん
で
お
い
て
ほ
し
い
と
切
に
願
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

第
四
は
、
縁
起
観
の
問
題
で
す
。
『
華
厳
経
」
に
は
、
実
際
に
先
ほ
ど
挙
げ
た
「
相
即
」
や
「
相
入
」
の
教
説
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
華
厳
教
学
が
こ
の
理
論
を
完
成
さ
せ
て
い
く
根
拠
は
確
か
に
あ
り
ま
す
。
し
か
し
『
華
厳
経
」
で
は
、
例
え
ば
、
あ
る
境
地

に
達
し
た
菩
薩
が
見
え
る
世
界
と
し
て
、
一
つ
の
も
の
の
中
に
全
て
の
も
の
が
包
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
、
．
即
一
切
」
の
世
界
が

呈
示
さ
れ
て
お
り
、
華
厳
教
学
が
論
ず
る
よ
う
に
、
存
在
世
界
の
一
般
的
真
相
と
し
て
説
い
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
い
え

ば
、
あ
る
種
の
限
定
性
を
も
っ
て
説
か
れ
る
教
え
を
拠
り
処
と
し
て
、
相
即
相
入
す
る
事
事
無
磯
の
存
在
観
・
世
界
観
の
哲
学
を
華
厳
教

字
は
作
り
上
げ
た
わ
け
で
す
ね
。

こ
の
こ
と
は
、
確
か
に
、
仏
教
を
生
き
る
支
え
と
し
た
人
間
が
千
三
百
年
も
前
に
生
み
出
し
た
優
れ
た
知
的
成
果
の
一
つ
と
し
て
、
高
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く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
極
言
す
れ
ば
、
客
観
的
に
真
実
の
世
界
の
様
態
を
見
事
に
描
い
て
見
せ
て
い

る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
物
事
は
始
ま
り
ま
せ
ん
。
こ
の
現
実
の
世
界
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
問
題
は
、

そ
の
よ
う
な
縁
起
的
な
世
界
を
私
た
ち
自
身
が
生
き
る
世
界
と
し
て
現
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
原
点
と
な

る
の
が
、
思
う
に
、
資
料
に
害
き
ま
し
た
「
縁
成
の
自
己
」
の
自
覚
で
す
。

私
た
ち
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
縁
の
中
で
生
き
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ひ
と
り
の
あ
り
方
が
常
に
縁
を
作
っ

て
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
互
い
が
さ
ま
ざ
ま
な
縁
の
中
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
縁
の
力
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
、

互
い
が
ま
た
一
つ
の
縁
と
し
て
互
い
に
結
び
合
い
、
社
会
を
作
り
、
仏
の
世
界
を
造
っ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
主
体
的
な
社
会
や
環
境
世

界
へ
の
関
わ
り
が
出
て
き
て
、
は
じ
め
て
本
当
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

最
後
の
第
五
で
す
が
、
い
ま
「
共
生
」
と
い
う
こ
と
が
よ
く
い
わ
れ
ま
す
。
共
に
生
き
る
。
実
際
私
た
ち
は
、
自
然
環
境
、
社
会
環
境
、

文
化
環
境
、
そ
し
て
意
味
環
境
と
い
っ
た
多
層
・
多
重
な
環
境
の
中
で
初
め
て
人
間
と
し
て
存
在
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の

ど
の
環
境
の
場
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
や
事
柄
と
深
く
厚
い
依
存
関
係
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
み
ず
か
ら
が
そ
う
い
っ
た

存
在
様
態
を
担
う
も
の
と
し
て
、
協
働
的
に
よ
り
よ
い
世
界
の
形
成
に
努
め
て
い
く
。
い
わ
ば
「
共
成
」
で
す
ね
。
先
ほ
ど
の
縁
成
の
自

覚
が
ベ
ー
ス
に
な
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
自
己
の
自
覚
の
も
と
に
、
共
に
成
す
と
い
う
あ
り
方
、
共
に
社
会
、
或
い
は
世

界
を
作
り
上
げ
て
い
こ
う
と
努
め
て
い
く
。
上
述
し
た
菩
薩
の
願
い
と
い
う
の
も
、
結
局
は
そ
こ
に
お
さ
ま
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
。

短
い
時
間
で
、
お
分
か
り
に
な
り
に
く
い
部
分
も
あ
っ
た
か
と
存
じ
ま
す
が
、
い
ま
考
え
て
お
り
ま
す
こ
と
の
一
端
を
お
話
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
ご
静
聴
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
二
○
○
六
年
度
仏
教
学
会
公
開
講
演
会
）
心


