
こ
の
度
、
東
洋
大
学
の
森
章
司
教
授
に
よ
っ
て
、
原
始
仏
教
か
ら
ア
ビ

ダ
ル
マ
ヘ
の
仏
教
教
理
に
関
す
る
標
記
の
玉
著
が
上
梓
さ
れ
た
。
著
者
は

文
学
部
か
ら
大
学
院
博
士
課
程
ま
で
東
洋
大
学
で
学
び
、
そ
れ
以
降
継
続

し
て
東
洋
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
こ
ら
れ
た
生
粋
の
東
洋
大
学
人
で
あ
る
。

評
者
が
印
度
学
仏
教
学
会
等
に
出
席
す
る
よ
う
に
な
っ
た
当
初
の
頃
（
昭

和
四
五
年
頃
）
か
ら
、
著
者
は
ほ
ぼ
毎
回
、
原
始
仏
教
教
理
に
関
す
る
地

道
な
研
究
発
表
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
著
者
に
は
本
書
の
出

版
ま
で
に
、
「
異
部
宗
義
主
題
別
分
類
対
照
表
』
（
東
京
プ
リ
ン
ト
社
・
一

九
七
九
年
）
、
『
仏
教
思
想
の
発
見
ｌ
仏
教
的
も
の
の
見
方
ｌ
」
（
渓

水
社
．
一
九
九
○
年
）
な
ど
の
単
著
や
「
仏
教
比
嶮
例
話
辞
典
』
（
東
京

堂
出
版
・
一
九
八
七
年
）
、
「
国
語
の
な
か
の
仏
教
語
辞
典
」
（
同
．
一
九

九
一
年
）
、
「
戒
律
の
世
界
」
（
渓
水
社
．
一
九
九
三
年
）
な
ど
の
編
著
書

が
あ
り
、
ま
た
、
評
者
の
論
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
、
原
始
仏
教
に
関
す

口
書
評
・
紹
介Ⅱ

森
章
司
著

『
原
始
仏
教
か
ら
阿
毘
達
磨
へ
の

仏
教
教
理
の
研
究
』

士
ロ
ー
兀
信
恒

行

る
著
者
の
業
績
と
し
て
次
の
よ
う
な
論
孜
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。

⑩
「
長
阿
含
経
解
題
」
新
国
訳
大
蔵
経
『
長
阿
含
経
Ｉ
』
（
大
蔵
出

版
）
五
’
六
四
頁
。

②
「
「
津
蔵
」
の
諸
特
性
と
イ
ン
ド
文
化
」
『
ア
ジ
ア
に
お
け
る
宗
教

と
文
化
」
（
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
編
）
四
七
七
’
五
○
四
頁
。

側
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
真
実
と
人
間
観
［
上
・
下
］
」
平
和
と
宗

教
恥
・
七
、
八
。

㈲
「
「
諸
行
無
常
」
と
「
諸
法
無
我
」
」
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
『
東

洋
学
論
叢
』
第
一
五
集
・
一
’
三
九
頁
。

⑤
「
原
始
仏
教
経
典
の
編
集
形
態
に
つ
い
て
ｌ
大
乗
仏
教
の
九

分
．
十
二
分
教
観
ｌ
」
東
洋
大
学
文
学
部
紀
要
『
東
洋
学
論
叢
』
第
一

三
集
．
六
五
’
八
六
頁
。

⑥
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
縁
起
説
に
つ
い
て
Ｉ
そ
の
資
料
整
理
」

中
央
学
術
研
究
所
紀
要
（
創
立
二
○
周
年
記
念
号
）
第
一
八
号
・
一
’
三

五
頁
。例

「
菩
薩
戒
と
大
乗
仏
教
教
団
」
金
岡
秀
友
博
士
還
暦
記
念
論
文
集

「
大
乗
菩
薩
の
世
界
』
二
五
’
四
五
頁
。

⑧
「
「
諸
行
無
常
」
と
「
諸
法
無
我
」
の
形
成
過
程
」
宗
教
研
究
二

八
六
・
一
三
○
’
一
三
二
頁
。

側
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
四
諦
説
に
つ
い
て
ｌ
そ
の
整
理
ｌ
」

大
倉
山
論
集
第
一
○
輯
・
二
一
五
’
九
八
頁
。
こ
の
論
文
は
便
利
な
資
料

で
あ
り
、
筆
者
は
コ
ピ
ー
を
製
本
し
て
座
右
に
し
て
き
た
。
当
然
、
本
書

に
は
本
稿
が
補
正
さ
れ
て
載
録
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
著
者
に
は
こ
れ
ら
以
外
に
も
数
多
く
の
業
績
が
あ
る
が
、
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こ
れ
ま
で
た
ま
た
ま
評
者
に
興
味
あ
る
論
文
と
し
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

登
録
し
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
中
に
は
原
始
仏
教
以
外
の
業

績
と
し
て
、
著
者
の
次
の
よ
う
な
日
本
仏
教
に
関
す
る
論
孜
も
登
録
さ
れ

て
い
る
。

「
歎
異
抄
ｌ
親
鴬
の
声
・
唯
円
の
声
ｌ
」
「
『
歎
異
抄
』
に
お
け
る

親
鷺
と
唯
円
」
「
近
世
仏
教
に
お
け
る
正
統
と
異
端
」
「
江
戸
時
代
に
お
け

る
新
宗
教
団
」
「
異
安
心
・
能
登
頓
成
事
件
の
顛
末
」
弓
日
本
書
記
」
に

み
る
尼
僧
の
戒
律
」
「
無
常
・
無
我
の
日
本
的
受
容
」
（
出
典
省
略
）
。

こ
の
よ
う
に
、
著
者
に
は
原
始
仏
教
研
究
だ
け
で
な
く
、
大
倉
山
精
神

文
化
研
究
所
の
研
究
員
と
し
て
の
日
本
仏
教
に
関
す
る
幅
広
い
研
究
活
動

も
あ
る
。

原
始
仏
教
や
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
関
し
て
は
、
古
く
よ
り
著
名
な
仏
教

学
者
た
ち
に
よ
り
、
数
多
く
の
名
著
が
出
版
さ
れ
て
き
た
が
、
著
者
が
序

論
の
冒
頭
に
、
「
本
書
は
原
始
仏
教
の
教
理
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
阿
毘
達
磨
仏
教
の
教
理
体
系
と
し
て
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
か

と
い
う
こ
と
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
明
確
な
表
明
を
し

て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
原
始
仏
教
教
理
の
研
究
と
い
う
点
で
、
本
書

は
当
然
そ
れ
ら
名
著
の
中
の
一
角
を
占
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

著
者
は
、
こ
こ
で
、
「
原
始
仏
教
の
教
理
」
と
い
う
概
念
を
「
そ
れ
を

修
せ
ぱ
悟
境
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
首
尾
完
結
し
定
型
化
さ

れ
て
い
る
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
〃
教
説
″

を
意
味
す
る
」
含
巴
）
と
定
義
し
、
具
体
的
に
は
、
「
四
諦
説
」
、
「
無

常
・
苦
・
無
我
説
」
、
「
縁
起
説
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
の
問
題
は
、
「
仏
教
と
は
何
か
」
と
い
う
素
朴
な
問
題
意
識
に
よ
っ
て

著
者
に
起
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
研
究
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
の
根
底

に
あ
る
も
の
と
し
て
の
「
真
実
観
」
と
「
智
慧
」
の
考
察
に
行
き
着
い
た

の
が
本
書
の
内
容
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
の
い
う
「
原
始
仏
教
」
と
「
阿
毘
達
磨
」
な
る
用
語

に
関
し
て
も
、
著
者
な
り
の
は
っ
き
り
し
た
限
定
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
原
始
仏
教
」
と
は
、
阿
毘
達
磨
論
師
た
ち
が
契
経
と
し
て

扱
い
、
教
証
と
し
て
拠
り
所
に
し
た
経
蔵
（
律
蔵
）
、
す
な
わ
ち
、
パ
ー

リ
五
ニ
カ
ー
ヤ
と
漢
訳
四
阿
含
及
び
こ
れ
に
関
係
す
る
漢
巴
の
律
蔵
や
単

経
で
あ
り
、
「
阿
毘
達
磨
仏
教
」
と
は
、
南
伝
七
論
と
説
一
切
有
部
の
六

足
発
智
及
び
『
婆
沙
論
」
・
『
倶
舎
論
』
等
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
も
認
識
し
て
い
る
よ
う
に
、
今
日
我
わ
れ
が
見
る
こ

と
の
で
き
る
原
始
経
典
と
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
時
代
に
編
蟇
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
著
者
が
こ
こ
で
原
始
仏
教
と
言
っ
て
い
る
概
念

は
、
仏
陀
の
時
代
や
そ
の
直
後
の
頃
の
仏
教
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な

い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
著
者
は
、
「
「
原
始
仏
教
か
ら
阿
毘
達
磨
へ
」
と

い
う
の
は
、
必
ず
し
も
思
想
史
的
な
態
度
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
阿
毘
達

磨
論
師
た
ち
の
意
識
上
の
次
元
で
あ
る
と
い
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
」
（
本

書
も
．
囹
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
原
始
仏
教
と
ア
ビ
ダ
ル
マ

仏
教
の
間
に
は
決
定
的
な
断
層
は
な
い
と
い
う
著
者
の
仏
教
思
想
史
観
に

基
づ
い
た
結
論
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
今
日
の
学
界
で
は
、
最
初
期

仏
教
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
り
、
沙
門
の
宗
教
、
就
中
ジ
ャ
イ
ナ
教
な
ど
と

の
比
較
研
究
を
通
じ
て
、
こ
の
著
者
の
い
う
原
始
仏
教
以
前
の
最
初
期
仏

教
の
実
像
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、

著
者
の
仏
教
思
想
史
観
も
幾
分
修
正
を
余
儀
さ
れ
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
。
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だ
だ
、
著
者
が
、
原
始
経
典
を
厳
密
に
段
階
づ
け
る
こ
と
に
絶
望
感
を
抱

い
て
お
り
、
原
始
仏
教
教
理
の
体
系
的
研
究
に
は
経
典
の
成
立
過
程
を
一

応
丸
ご
と
丸
め
て
扱
っ
た
方
が
よ
い
と
い
う
便
宜
上
の
理
由
で
あ
る
と
控

え
め
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
の
こ
と
か
も
知
れ
な

い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
標
記
の
重
要
問
題
を
扱
う
場
合
、
現
時
点
で
の
は

っ
き
り
し
た
著
者
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
、
こ
の
段
階
で
一
言
を
ま
と
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
仮
説
的
立
場
も
や

む
を
え
な
い
こ
と
で
と
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
こ
で
、
評
者
の
興
味
の
お
も
む
く
ま
ま
に
、
本
書
の
章
分
け
の
順
に

内
容
を
紹
介
し
つ
つ
、
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
章
資
料
観
で
は
、
前
項
で
も
触
れ
た
よ
う
な
著
者
独
自
の
仏

教
思
想
史
観
に
基
づ
く
研
究
の
た
め
の
資
料
論
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で

著
者
は
、
あ
ら
た
め
て
、
本
書
が
定
型
化
さ
れ
首
尾
完
結
し
た
教
説
を
研

究
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
個
別
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
思
想
史
的
発

展
は
さ
し
て
関
心
が
な
い
と
し
た
上
で
、
阿
毘
達
磨
論
師
た
ち
が
「
契

経
」
と
し
た
経
典
群
を
ま
る
ご
と
「
原
始
仏
教
」
と
称
す
る
た
め
、
そ
の

限
り
に
お
い
て
は
「
原
始
仏
教
」
の
中
に
は
発
展
は
な
い
と
い
う
大
胆
な

資
料
論
を
表
明
す
る
。
こ
の
よ
う
な
資
料
論
に
つ
い
て
は
、
評
者
を
含
め

て
か
な
り
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
著
者
は
あ
え
て
こ
れ
を

「
資
料
観
」
と
称
し
て
、
そ
の
よ
う
な
詮
索
を
拒
絶
し
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
著
者
の
所
論
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

著
者
は
、
こ
の
よ
う
な
資
料
観
に
基
づ
け
ば
、
諸
資
料
の
原
型
や
発
展

段
階
に
関
す
る
資
料
論
は
不
必
要
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
一
応
、
従
来

の
種
々
の
原
始
仏
教
資
料
論
を
踏
ま
え
て
、
原
始
仏
教
経
典
の
形
成
、
原

始
経
典
の
編
集
形
態
と
し
て
の
九
分
教
・
十
二
分
教
の
諸
問
題
に
つ
い
て

著
者
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
原
始
経
典
の
形
成
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
の
が
〃
結
集
″
と
い
う
経
典
編
纂
会
議
で
あ
る
こ
と
は

異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
史
実
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
第
一
結

集
と
第
二
結
集
に
お
い
て
編
集
さ
れ
た
経
典
の
形
態
が
四
阿
含
と
か
五
ニ

ヵ
ー
ヤ
と
い
う
よ
う
な
経
典
の
長
短
・
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た

「
ア
ー
ガ
マ
」
で
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
教
説
の
内
容
や
形
式
か
ら

の
分
類
で
あ
る
「
九
分
教
・
十
二
分
教
」
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
未

だ
決
着
の
付
い
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
、
ま
ず
、
原
型
の
三
蔵
は
紀
元
前
二
世
紀
半

ば
に
は
成
立
し
て
お
り
、
ア
ー
ガ
マ
の
分
類
も
九
分
教
・
十
二
分
教
の
原

初
的
概
念
も
部
派
分
裂
以
前
に
成
立
し
て
い
た
と
し
、
そ
れ
が
現
在
の
形

に
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
部
派
仏
教
の
時
代
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

釈
尊
の
説
法
が
説
法
の
方
法
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
時
代
に
九
分
．
十
二

分
教
と
い
う
形
で
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
が
後
に
分
量
や
全
体
・
部
分
に
よ
っ

て
四
部
四
阿
含
と
い
う
形
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
、
大
乗
仏

教
に
お
け
る
九
分
教
・
十
二
分
教
観
に
つ
い
て
諸
資
料
を
点
検
し
、
原
始

経
典
に
お
け
る
具
体
的
・
固
定
的
内
容
を
有
す
る
編
集
形
態
は
四
部
四
阿

含
し
か
な
く
、
九
分
．
十
二
分
教
は
原
始
仏
教
・
大
乗
仏
教
に
通
ず
る
仏

説
の
抽
象
的
・
観
念
的
な
ジ
ャ
ン
ル
分
類
の
方
法
で
し
か
な
か
っ
た
と
す

る
。
そ
う
す
る
と
九
分
．
十
二
分
教
の
こ
の
概
念
も
こ
の
よ
う
な
ア
ビ

ダ
ル
マ
の
時
代
に
確
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
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の
「
原
始
仏
教
経
典
」
を
扱
う
と
い
う
資
料
観
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
あ
と
、
第
三
節
「
説
一
切
有
部
系
統
の
原
始
経
典
」
が
本
章
に
加

え
ら
れ
、
新
・
旧
訳
『
婆
沙
論
』
に
引
か
れ
た
契
経
と
現
存
漢
巴
原
始
経

典
と
の
比
較
研
究
が
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
現
存
阿
含
・
ニ
ヵ
ー
ヤ
の

中
で
は
中
阿
含
が
『
婆
沙
論
」
所
引
の
契
経
に
最
も
近
い
と
し
て
い
る
が
、

前
二
節
と
は
幾
分
お
も
む
き
を
異
に
し
た
感
は
否
め
な
い
。
し
か
も
、
現

存
す
る
諸
論
耆
の
中
に
は
多
く
の
契
経
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
何
故
『
婆

沙
論
』
だ
け
に
限
定
し
た
の
か
の
理
由
も
明
確
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問

題
に
つ
い
て
は
、
「
倶
舎
論
』
に
引
用
き
れ
た
契
経
す
べ
て
を
網
羅
し
た

「
ウ
パ
ー
イ
カ
ー
」
と
い
う
『
倶
舎
論
」
の
注
釈
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
が
現
存

し
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
本
庄
良
文
氏
な
ど
に
よ
る
詳
細
な
紹

介
・
研
究
が
逐
次
発
表
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
業
績
も
踏
ま

え
た
論
究
の
欲
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
契
経
の
性
格

と
そ
れ
が
原
始
経
典
と
呼
び
う
る
こ
と
の
意
味
が
は
っ
き
り
し
、
前
二
節

と
の
関
わ
り
も
も
っ
と
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
原
始
仏
教
に
お
け
る
真
実
と
智
慧
で
は
、
真
実
と
如
実
知

見
、
及
び
五
蕊
と
五
取
蔑
に
つ
い
て
の
諸
問
題
が
論
究
さ
れ
る
。
著
者
は

原
始
仏
教
に
お
け
る
真
実
を
、
四
諦
説
や
無
常
・
苦
・
無
我
説
の
よ
う
な

「
事
実
と
し
て
の
真
実
」
と
縁
起
説
の
よ
う
な
「
永
遠
不
変
の
理
法
と
し

て
の
真
実
」
と
い
う
二
種
類
あ
っ
た
が
、
後
者
は
固
執
さ
れ
る
見
解
に
陥

る
危
険
性
の
た
め
法
と
呼
ば
れ
、
「
如
実
知
見
」
と
し
て
の
智
慧
の
対
象

は
も
っ
ぱ
ら
前
者
が
挙
げ
ら
れ
た
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
真
実
観
に
基
づ

い
て
人
間
を
見
た
場
合
、
無
漏
な
る
も
の
が
五
穂
で
あ
り
、
五
取
穂
は
有

漏
で
あ
り
、
苦
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
総
括
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
真
実
と

い
う
立
場
か
ら
す
る
人
間
観
に
よ
る
と
、
ま
さ
に
五
取
穂
と
は
欲
貧
を
内

在
し
た
有
情
、
す
な
わ
ち
凡
夫
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
原
始
仏

教
の
修
行
道
に
よ
る
こ
の
五
取
悪
の
減
・
出
離
が
、
無
漏
の
五
悪
存
在
た

る
覚
者
の
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
章
で
著
者
は
、
パ
ー
リ
聖
典
の
中
か
ら
真
実
を
意
味

す
る
言
葉
（
冨
吾
四
喜
色
ｏ
３
ゞ
与
国
国
》
厨
８
富
）
国
弓
Ｐ
の
四
○
８
》
苫
昏
倒
ぐ
四
】

画
旨
冨
ゞ
目
言
冒
〕
国
島
国
）
を
含
む
経
文
を
抽
出
し
、
そ
の
意
味
の
上
か

ら
の
分
類
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
真
実
と
い
う
語
が
事
実
Ⅱ
不
虚

証
と
い
う
意
を
表
す
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
も
の
を
「
極
め
て
現
実
的
に
相

対
的
な
枠
の
内
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
た
だ
単
に
嘘
や
虚
偽
で
は
な
く
、

事
実
で
あ
る
と
言
う
ほ
ど
の
意
で
あ
ろ
う
」
含
Ｓ
こ
と
述
べ
て
い
る

が
、
こ
の
概
念
は
、
広
く
バ
ラ
モ
ン
教
世
界
を
含
ん
だ
通
イ
ン
ド
的
な
背

景
に
お
い
て
、
絶
対
的
な
力
を
持
つ
と
さ
れ
た
「
真
実
語
（
の
四
・
。
“
‐

く
且
四
）
」
の
概
念
で
あ
る
と
す
る
と
、
決
し
て
「
事
実
で
あ
る
と
言
う
ほ

ど
の
意
味
」
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
に
お
け
る
大
き
な

位
置
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
（
村
上
真
完
「
何
が
真
実
で
あ
る
か
ｌ
ゥ

パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
か
ら
仏
教
へ
ｌ
」
東
北
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
第
四
三

号
・
一
’
五
三
頁
参
照
）
。

第
三
章
四
諦
説
と
そ
の
展
開
で
は
、
原
始
経
典
に
説
か
れ
る
四
諦

説
を
整
理
分
類
し
て
、
そ
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
へ
の
展
開
を
検
証
す
る
。

特
に
、
第
一
節
の
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
四
諦
説
ｌ
そ
の
資
料
整
理

ｌ
」
は
、
著
者
が
抽
出
し
た
四
諦
説
す
べ
て
に
通
し
番
号
を
つ
け
て
、

昭
和
四
七
年
に
発
表
さ
れ
た
論
孜
を
基
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
に
発
見
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さ
れ
た
資
料
を
追
加
し
、
ま
た
、
削
除
す
べ
き
資
料
の
通
し
番
号
は
欠
番

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
資
料
の
収
集
に
あ
た
っ
て
は
、
著
者
も
相
当
の
時

間
を
か
け
た
よ
う
で
あ
り
、
「
こ
れ
ら
は
ま
た
四
諦
説
研
究
の
た
め
の
資

料
索
引
と
し
て
も
利
用
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
」
寺
．
弓
巴
と
い
う
願
い

も
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
（
パ
ー
リ
）
・
漢
数

字
（
漢
訳
）
の
通
し
番
号
の
つ
け
ら
れ
た
四
諦
説
が
次
の
六
つ
の
類
型
に

分
類
さ
れ
る
。
（
一
）
苦
の
四
諦
の
三
転
十
二
行
相
型
、
（
二
）
苦
の
四
諦

の
示
転
型
、
（
三
）
苦
の
四
諦
の
勧
転
型
、
（
四
）
苦
の
四
諦
の
証
転
型
、

（
五
）
そ
の
他
の
四
諦
、
（
六
）
四
諦
に
類
し
た
教
説
。
こ
の
後
、
こ
れ

ら
の
四
諦
説
が
「
発
智
六
足
論
」
か
ら
有
部
阿
毘
達
磨
論
害
に
ど
の
よ
う

に
展
開
し
た
か
を
、
有
部
の
修
行
道
体
系
、
四
諦
十
六
行
相
の
形
成
な
ど

の
問
題
を
通
じ
て
検
証
す
る
。

こ
の
作
業
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
著
者
は
あ
る
発
展
段
階
を
予
想
し
て

跡
づ
け
よ
う
と
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
結
局
秩
序
立
っ
た
跡
づ
け
を
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
冒
頭
で
問
題
に
し
た
よ
う
な

著
者
の
資
料
観
か
ら
す
る
と
、
原
始
経
典
そ
の
も
の
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
変

容
を
経
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
資
料
か
ら
発
展

段
階
を
導
き
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
に
は
別
の
方
法
論

を
用
い
る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
四
章
「
無
常
・
苦
・
無
我
」
説
と
そ
の
展
開
で
は
、
前
章
と
同

じ
方
法
論
で
、
無
常
・
苦
・
無
我
に
関
す
る
経
説
を
遺
漏
の
な
い
よ
う
に

収
集
し
通
し
番
号
を
つ
け
、
分
類
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
無
常
・
苦
・

無
我
の
教
理
と
そ
れ
に
浬
藥
寂
静
を
加
え
た
「
三
法
印
」
「
四
法
印
」
と

の
関
連
が
論
じ
ら
れ
る
。
著
者
は
、
無
常
・
苦
・
無
我
の
教
理
が
始
め
に

成
立
し
、
浬
藥
寂
静
の
加
わ
っ
た
四
法
印
が
原
始
経
典
形
成
最
後
期
も
し

く
は
阿
毘
達
磨
初
期
に
成
立
し
、
そ
れ
が
北
伝
阿
毘
達
磨
に
お
い
て
、
次

第
に
三
法
印
に
変
化
し
つ
つ
定
着
し
た
と
結
論
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
何
故

「
浬
藥
寂
静
」
な
る
概
念
が
加
わ
っ
た
の
が
後
期
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て

は
論
究
さ
れ
て
い
な
い
。
実
は
、
浬
藥
寂
静
が
最
初
期
仏
教
に
お
け
る
最

終
目
標
で
あ
っ
た
か
ど
、
っ
か
に
つ
い
て
は
未
解
決
の
問
題
が
あ
る
の
で
あ

る
。

た
だ
、
無
常
・
苦
・
無
我
の
教
理
と
法
印
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
古

く
は
ラ
モ
ッ
ト
博
士
が
『
大
智
度
論
』
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
に
お
い
て
注
目

し
、
そ
れ
に
示
唆
を
受
け
て
、
袴
谷
憲
昭
教
授
が
詳
し
い
考
証
を
加
え

（
「
〈
法
印
〉
覚
え
書
」
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
紀
要
三
七
号
）
、
ま
た
、

藤
田
宏
達
博
士
も
三
法
印
と
四
法
印
に
つ
い
て
詳
し
い
論
証
を
し
て
い
る

（
「
三
法
印
と
四
法
印
」
橋
本
博
士
退
官
記
念
『
仏
教
研
究
論
集
』
昭
和

五
○
年
・
一
○
五
’
一
二
三
頁
）
の
で
、
そ
れ
ら
の
業
績
を
ふ
ま
え
た
考

察
を
加
え
て
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。
ま
た
、
こ
こ
で
著
者
は
、
無
常
・

苦
・
無
我
に
関
す
る
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
二
七
七
’
二
九
九
偶
、
お
よ
び
そ

の
関
連
資
料
に
つ
い
て
の
考
察
を
し
て
い
る
が
、
評
者
も
か
つ
て
、
こ
れ

に
「
空
」
な
る
概
念
を
加
え
る
偶
の
あ
る
こ
と
と
、
『
ア
ビ
ダ
ル
マ
デ

ィ
ー
パ
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
詳
し
く
論
述
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
著

『
ア
ビ
ダ
ル
マ
思
想
』
法
蔵
館
・
昭
五
七
年
．
六
○
’
六
六
、
三
二
六
’

三
三
二
頁
参
照
）
。

こ
の
あ
と
、
原
始
仏
教
に
お
け
る
「
無
常
・
苦
・
無
我
」
説
、
及
び
そ

の
意
味
が
検
討
さ
れ
、
さ
ら
に
、
諸
行
無
常
と
諸
法
無
我
な
る
対
句
に
つ

い
て
考
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
章
の
最
後
に
、
南
方
上
座
部
に
お
け
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る
「
無
常
・
苦
・
無
我
」
説
が
検
討
さ
れ
、
南
北
両
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
と

も
に
、
そ
の
修
行
道
体
系
に
お
い
て
縁
起
説
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
注
目
し
、
次
の
章
へ
の
橋
渡
し
と
す
る
。

第
五
章
縁
起
説
と
そ
の
展
開
で
は
、
原
始
経
典
に
説
か
れ
る
あ
の

膨
大
な
縁
起
説
に
つ
い
て
、
そ
の
教
説
が
検
索
さ
れ
、
整
理
・
検
討
さ
れ

る
。
原
始
経
典
に
お
け
る
縁
起
に
つ
い
て
は
、
そ
の
説
か
れ
る
箇
所
が
あ

ま
り
に
も
多
く
、
ま
た
、
様
々
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
研
究
も
こ
と
さ

ら
多
く
、
我
わ
れ
は
そ
の
膨
大
さ
ゆ
え
に
、
研
究
の
対
象
と
し
て
取
り
組

む
こ
と
を
檮
躍
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
著
者
は
あ
え
て
正
攻
法
か
ら

こ
の
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
は
敬
服
に
値
す
る
。
原
始
仏
教
に
お
け

る
縁
起
に
関
す
る
従
来
の
研
究
の
中
で
、
最
も
網
羅
的
に
整
理
さ
れ
た
研

究
と
し
て
は
、
三
枝
充
惠
博
士
の
「
初
期
仏
教
の
思
想
』
（
東
洋
哲
学
研

究
所
・
一
九
七
八
年
）
が
あ
る
が
、
本
章
で
は
こ
の
三
枝
博
士
の
業
績
に

基
づ
い
て
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
。
縁
起
に
つ
い
て
は
、
今
か
ら
一
五
年

ほ
ど
前
、
十
二
縁
起
が
原
始
仏
教
で
説
か
れ
た
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
、

「
中
外
日
報
』
誌
上
で
、
こ
の
三
枝
博
士
、
舟
橋
一
哉
博
士
、
宮
地
廓
慧

氏
と
の
間
で
、
三
つ
ど
も
え
の
論
争
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
す
が
、

本
章
で
は
一
応
三
枝
博
士
の
所
説
に
賛
同
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
論
争

に
つ
い
て
は
、
後
に
梶
山
雄
一
博
士
が
わ
か
り
や
す
く
整
理
し
て
ま
と
め
、

批
評
を
加
え
て
い
る
（
「
縁
起
説
論
争
ｌ
死
に
至
る
病
ｌ
」
東
洋
学

術
研
究
二
六
号
．
一
九
八
一
年
）
。

こ
の
章
で
も
、
著
者
は
前
章
ま
で
と
同
様
に
、
縁
起
説
を
定
義
し
た
上

で
、
そ
の
教
説
を
原
始
経
典
か
ら
検
索
し
、
そ
れ
ら
に
通
し
番
号
を
付
し
、

い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
縁
起
説
を
理

法
と
し
て
の
「
縁
起
」
と
、
十
二
縁
起
説
を
典
型
と
す
る
教
説
と
し
て
の

「
縁
起
説
」
と
に
区
別
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
そ
し
て
、

「
縁
起
」
は
事
実
と
い
う
よ
り
は
永
遠
不
変
の
理
法
で
あ
り
、
釈
尊
の
自

内
証
に
し
て
甚
深
で
あ
っ
て
、
釈
尊
は
そ
れ
を
衆
生
に
説
く
こ
と
を
跨
曙

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
仏
弟
子
の
観
察
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
伝
承
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
十
二
縁
起
な
ど
と
し
て

示
さ
れ
た
「
縁
起
説
」
は
、
「
縁
起
」
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
有
情
の
苦

が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ず
る
の
か
、
ま
た
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
減
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
を
衆
生
に
示
そ
う
と
し
た
「
教
説
」
の
中
の
一
つ
に
す

ぎ
な
い
と
結
論
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
四
諦
」
や
「
無
常
・
苦
・
無
我
」

の
教
説
が
原
始
経
典
か
ら
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
に
至
る
ま
で
固
定
し
た
教
理

に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「
縁
起
説
」
は
、
十
二
縁
起
だ
け
で
な
く
、

八
支
・
九
支
・
十
支
縁
起
な
ど
の
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
、

ま
た
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
な
ど
で
は
、
原
始
経
典
に
は
見
ら
れ
な
い
「
六
因
四

縁
五
果
」
説
や
「
二
十
四
縁
」
説
な
ど
の
縁
起
説
が
創
説
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
と
す
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
十
二
縁
起
の
生
理
学
的
・
胎
生
学

的
解
釈
な
ど
は
、
通
俗
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
後
、
縁
起
の
減
と
悟
り
の
縁
起
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
が
あ
る
。

周
知
の
如
く
、
十
二
縁
起
は
有
為
な
る
迷
い
の
世
界
の
仕
組
み
を
あ
ら
わ

す
順
観
（
生
起
門
、
流
転
門
）
と
、
無
為
た
る
悟
り
の
世
界
に
至
る
た
め

の
逆
観
（
還
滅
門
）
と
し
て
説
か
れ
る
が
、
縁
起
が
有
為
な
る
世
界
の
仕

組
み
を
あ
ら
わ
す
以
上
、
還
滅
門
た
る
縁
滅
の
世
界
は
縁
起
で
は
な
い
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
著
者
は
原
始
経
典
に
悟
り
の
縁
起
と
も
称
す
べ
き

F戸
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若
干
の
資
料
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
に
大
乗
的
縁
起
説
の
萌
芽
を

見
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
無
明
の
減
を
明

の
生
起
と
位
置
づ
け
れ
ば
、
そ
の
底
に
戒
や
定
な
ど
の
修
道
の
基
本
が
存

在
す
る
と
し
、
次
章
へ
の
橋
渡
し
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
六
章
部
派
仏
教
に
お
け
る
修
行
道
論
及
び
第
七
章
悟
り
の

段
階
と
そ
の
修
行
道
と
は
、
原
始
仏
教
と
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
に
お
け
る

修
行
道
の
体
系
と
修
行
の
結
果
と
し
て
の
浬
桑
寂
静
に
つ
い
て
の
考
察
で

あ
る
。
こ
の
第
六
章
の
内
容
に
関
わ
る
業
績
と
し
て
、
最
近
、
田
中
教
照

博
士
が
『
初
期
仏
教
に
お
け
る
修
行
道
論
』
（
山
喜
房
・
一
九
九
三
年
、

拙
耆
評
Ⅲ
本
誌
五
八
号
参
照
）
と
い
う
大
著
を
上
梓
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る

の
に
、
本
草
が
わ
ず
か
一
八
頁
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
奇
異
な
感
を
受

け
た
が
、
読
ん
で
み
る
と
、
説
一
切
有
部
と
南
方
上
座
部
を
除
い
た
、
現

存
資
料
の
少
な
い
他
部
派
の
修
行
道
に
つ
い
て
知
り
う
る
情
報
を
整
理
す

る
と
い
う
こ
と
で
設
け
ら
れ
た
章
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

大
衆
部
系
の
諸
派
を
中
心
に
し
て
、
三
乗
、
四
諦
現
観
、
正
性
決
定
な
ど
、

大
乗
的
思
潮
に
関
わ
る
概
念
が
問
題
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
七
章
で
は
、

修
行
の
結
果
と
し
て
の
悟
り
の
諸
段
階
が
検
討
さ
れ
、
さ
ら
に
浬
藥
寂
静

な
る
仏
教
の
最
終
目
標
が
問
題
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
著
者
は
、
原
始
仏
教
に
お
け
る
寂
静
（
笛
目
）
に
、
（
１
）
究

寛
寂
（
色
８
皆
冨
‐
圏
目
）
、
（
２
）
彼
分
寂
（
冒
烏
信
少
：
の
四
目
）
、
（
３
）
世

俗
寂
（
困
白
日
昌
‐
患
目
）
の
三
段
階
の
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
し

て
、
究
寛
寂
は
浬
梁
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
分
寂
と
は
、
心
解
脱
・
慧
解

脱
・
倶
分
解
脱
等
を
成
就
し
た
聖
者
位
の
寂
静
を
言
い
、
世
俗
寂
は
凡
夫

位
の
一
時
的
な
寂
静
を
意
味
す
る
と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
解
脱
や

浬
梁
が
元
は
究
寛
寂
の
み
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
世
に

様
々
な
未
完
成
な
解
脱
や
浬
藥
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
立
場

に
立
っ
て
、
浬
藥
寂
静
に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
て
い
く
。
た
だ
、
浬
藥

を
実
有
と
考
え
る
説
一
切
有
部
で
は
、
混
藥
に
有
余
・
無
余
以
外
の
段
階

が
あ
り
得
る
は
ず
も
な
く
、
以
下
の
所
論
は
、
浬
藥
の
非
有
部
的
考
察
と

で
も
言
お
う
か
。
評
者
も
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
浬
樂
観

が
あ
り
、
特
に
彼
分
浬
梁
や
彼
分
寂
に
つ
い
て
、
大
乗
ア
ビ
ダ
ル
マ
思
想

と
の
関
わ
り
で
問
題
に
し
た
こ
と
が
あ
る
（
前
掲
拙
著
二
六
五
’
二
六
九

頁
参
照
）
。

著
者
は
こ
こ
で
、
浬
梁
に
つ
い
て
、
「
笛
目
た
る
浬
藥
は
、
決
し
て
死

を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
で
煩
悩
を
断
じ
尽
く
し
た
時
、
そ
の

時
に
得
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
「
浬
藥
Ⅱ
の
煙
昌
』
の
境

は
、
我
で
あ
る
か
ど
う
か
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
、
少
な
く
と
も
常
・

楽
・
浄
と
把
握
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
含
め
＄
）
と
理
解
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
様
々
な
原
始
経
典
を
典
拠
に
、
釈
尊
の
教
え
は
、
万
人
が
浬
藥

に
達
す
る
こ
と
を
教
え
、
そ
の
浬
梁
は
釈
尊
の
浬
梁
と
な
ん
ら
変
わ
り
な

く
、
現
世
の
う
ち
に
悟
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
常
・
楽
。
（
我
）
・
浄

と
把
握
さ
る
べ
き
積
極
的
内
容
を
も
つ
境
地
で
あ
る
と
結
論
す
る
合
．

急
巴
。
ま
さ
に
大
乗
浬
藥
経
の
浬
藥
観
そ
の
も
の
で
あ
る
。
浬
樂
が

「
我
で
あ
る
か
ど
う
か
は
し
ば
ら
く
措
く
」
と
言
い
、
ま
た
、
「
常
・

楽
．
（
我
）
・
浄
」
の
「
我
」
を
（
）
に
入
れ
る
と
こ
ろ
は
、
仏
教
が

「
無
我
」
を
説
き
、
ま
た
、
本
書
が
「
無
常
・
苦
・
無
我
」
説
を
基
本
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
の
檮
跨
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
浬
梁
が
我
で
あ
る
か

ど
う
か
の
所
論
は
こ
の
後
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
第
四
章
第
五

信 甸
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節
で
は
、
浬
藥
の
常
・
楽
・
淨
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
浬
藥
は
無
我

で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
た
と
記
述
す
る
含
さ
巴
。
こ
の
浬
梁
と
は
何

か
と
い
う
問
題
は
仏
教
学
の
最
重
要
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
改
め
て

取
り
上
げ
る
紙
幅
は
な
い
が
、
他
の
資
料
を
検
索
す
れ
ば
、
こ
こ
で
著
者

が
述
べ
る
よ
う
な
大
乗
的
浬
藥
観
と
は
全
く
逆
の
結
論
に
も
な
り
う
る
は

ず
で
あ
る
。
著
者
の
視
点
と
は
異
な
る
、
思
想
史
的
観
点
か
ら
す
る
仏
教

教
理
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
評
者
は
い
つ
も
論
孜
を
ま
と
め
る
都
度
問
題

に
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
最
後
の
ま
と

め
で
も
う
一
度
触
れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

’
一
一

以
上
、
本
書
の
論
述
に
従
っ
て
評
者
の
興
味
の
お
も
む
く
ま
ま
に
そ
の

概
要
を
紹
介
し
た
。
七
○
○
頁
を
越
え
る
大
著
を
わ
ず
か
の
紙
幅
で
紹
介

し
た
た
め
、
遺
漏
の
あ
る
こ
と
を
恐
れ
る
が
、
重
要
な
と
こ
ろ
は
ほ
ぼ
紹

介
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
当
初
か
ら
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
無

常
・
苦
・
無
我
、
四
諦
、
縁
起
、
浬
藥
寂
静
と
い
う
よ
う
な
原
始
仏
教
に

お
け
る
基
本
的
教
理
を
一
切
経
の
中
か
ら
検
索
し
整
理
検
討
し
た
極
め
て

基
礎
的
な
資
料
的
研
究
で
あ
る
。
特
に
そ
の
整
理
に
あ
た
っ
て
、
各
教
理

項
目
に
通
し
番
号
を
つ
け
て
い
る
の
は
、
後
学
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
便
利

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
資
料
の
検
索
と
番
号
付
け
は
、
研
究
者
に
と
っ
て

決
し
て
一
朝
一
夕
に
は
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
著
者
が
研
究
者
と
し
て

駆
け
出
し
の
頃
か
ら
、
地
道
に
学
界
で
発
表
し
て
き
た
そ
の
成
果
を
こ
こ

に
一
言
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
書
の
完
成
ま
で
に
要
し

た
労
力
は
大
変
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
察
せ
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、

本
書
は
読
書
と
い
う
よ
り
は
、
原
始
仏
教
・
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
の
学
習

者
・
研
究
者
の
た
め
の
座
右
に
置
く
べ
き
資
料
と
し
て
の
価
値
が
あ
ろ
う
。

た
だ
、
せ
っ
か
く
の
索
引
が
、
見
出
し
語
だ
け
の
索
引
で
、
よ
く
整
理

さ
れ
て
は
い
る
が
、
資
料
と
す
る
に
は
、
和
文
八
頁
、
ロ
ー
マ
字
一
頁
で

は
貧
弱
す
ぎ
る
よ
う
に
思
う
。
別
に
パ
ー
リ
語
索
引
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
。

最
後
に
、
読
後
の
感
想
を
一
言
述
べ
て
お
こ
う
。
評
者
が
冒
頭
で
幾
分

危
倶
を
感
じ
つ
つ
紹
介
し
た
よ
う
に
、
著
者
は
原
始
仏
教
と
ア
ビ
ダ
ル
マ

仏
教
の
間
に
は
決
定
的
な
断
層
は
な
い
と
い
う
独
自
の
仏
教
史
観
で
本
書

を
出
発
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
前
項
の
最
後
で
も
問
題
に
し
た
よ
う

に
、
原
始
仏
教
か
ら
ア
ビ
ダ
ル
マ
ヘ
の
仏
教
教
理
が
、
実
に
大
乗
的
な
意

味
付
け
と
な
っ
て
集
約
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、

本
書
の
最
後
に
次
の
よ
う
な
結
語
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
現
世
否
定
的
に
し
か
見
え
な
い
原
始
仏
教
に
も
、
そ
の

底
に
は
現
実
の
こ
の
人
生
に
お
い
て
こ
そ
悟
り
は
実
現
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
、
力
強
い
世
界
観
が

あ
っ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
こ
そ
大
乗
仏
教
の

経
典
が
、
積
極
的
に
仏
の
境
涯
を
表
し
、
仏
国
土
の
す
ば
ら
し
さ
を

描
写
し
て
、
そ
の
如
実
知
見
を
進
め
る
土
壌
を
見
い
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
谷
．
ご
ｅ

著
者
は
こ
う
結
論
す
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
混
藥
は
常
・
楽
・
我
・

淨
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
わ
な
い
原
始
経
典
も
あ
り
、
ま
た
、
ご
く
普

通
の
原
始
経
典
や
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
害
で
は
、
我
わ
れ
は
現
世
に
は
仏
に
な

る
こ
と
が
で
き
ず
、
仏
に
な
る
に
は
宇
宙
的
時
間
と
努
力
を
要
す
る
と
説
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く
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
、
現
存
の
原
始
経
典
は
部
派
仏

教
の
要
素
も
紛
れ
込
ん
で
お
り
、
こ
れ
が
様
々
な
誤
解
を
も
た
ら
す
こ
と

に
な
っ
た
（
や
段
ｅ
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
誤
解
と
言
い
切
っ
て
い

い
か
問
題
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
そ
の
こ
と
を
検
証
し
て
い
く
の
が
思
想

史
研
究
で
あ
り
、
文
献
学
的
研
究
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
原
始
経
典
に
お

け
る
仏
教
教
理
の
あ
の
多
様
性
を
説
明
す
る
に
は
、
や
は
り
、
著
者
が
原

始
経
典
を
厳
密
に
段
階
づ
け
る
こ
と
に
絶
望
感
を
抱
い
て
い
る
と
言
う
け

れ
ど
も
、
思
想
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
、
さ
ら
に
は
、
社
会
学
的
、
心
理
学

的
、
哲
学
的
な
総
合
的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
こ
の
解
明
は
可
能
と
な
ろ

う
。
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
原
始
仏
教
と
い
う
学
問
に
な
る
と
思
う
。

と
も
あ
れ
、
本
書
は
、
こ
の
種
の
研
究
書
と
し
て
は
、
三
枝
博
士
の

『
初
期
仏
教
の
思
想
」
以
来
の
大
著
で
あ
る
。
三
枝
博
士
は
同
書
で
「
初

期
仏
教
思
想
の
私
的
解
釈
」
と
断
っ
た
上
で
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
が

（
同
書
一
八
一
頁
）
、
本
書
は
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
な
「
著
者
の
仏
教
史

観
」
で
な
さ
れ
た
、
最
初
期
仏
教
の
教
理
で
は
な
く
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
も

し
く
は
大
乗
的
立
場
で
編
集
さ
れ
た
現
存
す
る
原
始
経
典
に
説
か
れ
る
仏

教
教
理
の
網
羅
的
研
究
書
で
あ
る
。
イ
ン
ド
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
広
く
仏

教
教
理
を
学
ぼ
う
と
す
る
人
の
座
右
に
是
非
置
い
て
ほ
し
い
本
で
あ
る
。

（
一
九
九
五
年
三
月
、
東
京
堂
出
版
刊
、
Ａ
５
判
、
英
文
要
旨
・
目
次
二

二
頁
、
本
文
七
○
三
頁
、
定
価
一
六
、
○
○
○
円
）
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