
只
今
は
研
究
室
主
任
の
桜
部
先
生
よ
り
懇
切
な
る
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
て
大
変
恐
縮
し
て
お
り
ま
す
。
山
口
益
先
生
の
著
作
の
な

か
に
『
大
乗
と
し
て
の
浄
土
』
（
昭
和
三
十
八
年
九
月
初
版
、
理
想
社
刊
）
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
書
物
の
中
に
「
十
住
毘
婆
沙
諭
の

説
示
す
る
浄
土
」
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
て
＄
そ
こ
に
、

龍
樹
に
お
い
て
は
、
浄
土
と
は
、
不
浄
の
止
滅
し
た
境
域
で
あ
る
が
、
そ
の
不
浄
と
は
、
衆
生
の
過
悪
と
行
業
の
過
悪
と
で
、
そ
の

二
事
を
転
遮
す
れ
ば
、
衆
生
の
功
徳
と
行
業
の
功
徳
と
が
あ
り
、
そ
の
二
功
徳
が
浄
土
で
あ
る
と
い
う
。

と
の
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
に
い
う
衆
生
と
は
、
行
為
の
主
体
と
し
て
の
作
者
で
あ
り
、
そ
の
作
者
が
行
業
す
な
わ
ち
作
業
を

作
る
の
で
あ
る
と
し
て
、
過
悪
・
過
各
・
過
患
の
お
こ
る
ゆ
え
ん
を
追
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
い
ま
あ
げ
た
作
者
と
作
業
と
な

る
能
所
が
実
体
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
き
、
分
別
戯
論
が
生
じ
て
衆
生
の
過
悪
と
行
業
の
過
悪
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
能
所

な
る
世
間
的
実
用
が
縁
起
の
こ
と
わ
り
の
あ
る
べ
き
あ
り
か
た
に
お
か
れ
て
戯
論
寂
滅
す
る
と
き
、
空
性
真
如
が
証
得
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
空
性
真
如
と
は
、
虚
無
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
空
性
↓
空
用
↓
空
義
と
い
う
空
展
開
の
行
程
を

も
つ
、
へ
き
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
山
口
先
生
の
他
の
著
作
、
た
と
え
ば
『
世
親
の
浄
土
論
』
（
昭
和
四
十
一

年
三
月
初
版
、
法
蔵
館
刊
）
の
な
か
（
六
十
頁
）
で
も
の
べ
て
お
ら
れ
、
ま
た
教
室
に
お
け
る
講
義
で
も
し
ば
し
ば
拝
聴
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

般
若
の
空
・
蓋
と
肝
羅
波
羅
蜜

佐
々
木
教

悟
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菩
薩
の
行
で
あ
る
六
波
羅
蜜
の
な
か
に
、
Ｐ
羅
波
羅
蜜
す
な
わ
ち
持
戒
波
羅
蜜
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
意
味

を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
『
智
度
論
』
（
巻
四
十
六
）
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
混
羅
波
羅
蜜
の

有
す
る
意
味
を
示
す
に
十
善
業
道
（
不
殺
生
、
不
倫
盗
、
不
邪
婬
、
不
妄
語
、
不
綺
語
、
不
悪
口
、
不
両
舌
、
不
負
欲
、
不
順
志
、
不
邪

見
）
を
も
っ
て
し
、
十
善
戒
を
も
っ
て
す
べ
て
の
戒
を
摂
め
る
総
相
戒
と
な
す
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
別
相
に
は
無
量
の
戒
が

あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
世
尊
が
十
善
業
道
の
お
し
え
を
説
き
た
も
う
た
の
は
、
菩
薩
を
し
て
一
切
の
衆
生
に
対
す
る

慈
悲
心
を
生
ぜ
し
め
、
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
心
を
発
起
せ
し
め
て
浬
藥
に
お
も
む
か
し
め
ん
が
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
目
的
の
た
め
に
は
、
何
は
と
も
あ
れ
、
ま
ず
く
持
戒
し
て
衆
生
を
悩
ま
さ
ず
、
諸
苦
を
加
え
ず
、
つ
ね
に
無
畏
を
施
こ
す
〉
と

い
う
お
し
え
が
説
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
〈
十
善
業
道
を
根
本
と
な
す
〉
と
い
う
立
場
は
、
す
で
に
か
の

『
十
地
経
』
の
「
離
垢
地
」
に
お
い
て
、
十
波
羅
蜜
の
な
か
で
戒
波
羅
蜜
が
も
っ
と
も
勝
れ
て
い
る
と
す
る
観
点
に
立
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら

十
善
業
道
が
説
か
れ
、
さ
ら
に
ま
た
「
遠
行
地
」
に
お
い
て
〈
煩
悩
の
あ
ら
ゆ
る
焔
を
鎮
め
る
こ
と
、
此
れ
が
彼
（
菩
薩
）
の
持
戒
波
羅
蜜

で
あ
る
〉
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
充
分
に
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。

す
。
お
そ
ら
く
先
生
の
関
心
事
と
な
っ
て
い
た
事
柄
の
一
つ
と
お
も
わ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
大
乗
の
佛
道
体
系
の
上
で
浄
土
を
位
置

づ
け
る
重
要
な
部
門
を
な
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
ま
す
が
、
わ
た
く
し
は
、
と
く
に
、
衆
生
の
過
悪
と
行
業
の
過
悪
の
面
で
不
浄
が
語
ら

れ
、
衆
生
の
功
徳
と
行
業
の
功
徳
の
面
で
清
浄
が
語
ら
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
を
領
域
と
し
て
あ
ら
わ
し
た
械
土
と
、
そ
れ
に

対
し
て
の
浄
土
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
意
味
に
注
目
し
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
本
日
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
般
若
の
空
思
想
に
お
い
て
Ｐ
羅

波
羅
蜜
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
罪
悪
生
死
の
凡
夫
と
い
わ
れ
る
衆
生
そ
の
も
の
の
す
が
た
と
、
衆
生

の
行
業
で
あ
る
身
口
意
三
業
の
上
で
の
罪
悪
深
重
の
す
が
た
と
の
上
か
ら
Ｐ
羅
波
羅
蜜
の
有
す
る
意
味
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
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菩
薩
の
持
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
十
善
業
に
つ
い
て
は
、
わ
た
く
し
は
か
つ
て
「
戒
学
研
究
序
説
」
（
大
谷
大
学
研
究
年
報
第
三
十
集
）
な

る
小
論
の
な
か
で
考
察
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
菩
薩
を
し
て
浬
藥
に
趣
向
せ
し
め
る
因
と
し
て
の
功
能
を
具
え
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
智
者
所
讃
戒
と
も
よ
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
か
ん
が
え
ま
す
。
な
ぜ
で
あ
る
か
と
い

い
ま
す
に
、
そ
れ
は
諸
佛
・
菩
薩
・
畔
支
佛
、
お
よ
び
声
聞
が
と
も
に
讃
嘆
す
る
戒
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の
も
ろ
も
ろ
の
智
者
に
よ
っ
て
讃
嘆
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
そ
の
戒
を
用
い
そ
の
戒
を
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
上
菩

提
へ
と
向
か
わ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
戒
は
、
無
漏
戒
あ
る
い
は
不
破
不
壊
戒

と
し
て
の
性
質
を
そ
な
え
実
智
慧
を
え
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
智
者
所
讃
戒
と
か
無
漏
戒
と
か
い
う
語
は
、
『
大

品
般
若
』
そ
の
も
の
に
、
す
で
に
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
（
．
念
品
」
、
「
六
嶮
品
」
な
ど
）
、
『
智
度
論
』
で
は
そ
れ
が
強
調
さ
れ
て
い

ま
す
。
『
智
度
論
』
が
十
善
戒
を
総
相
戒
と
な
し
て
、
そ
の
内
容
を
Ｆ
羅
波
羅
蜜
で
も
っ
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
大
乗

独
特
の
立
場
を
う
ち
だ
そ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
大
乗
独
自
の
立
場
と
は
、
声
聞
や
辞
支
佛
に
対
す
る
菩
薩
と
し
て
の

立
場
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
先
に
一
言
し
た
と
こ
ろ
の
行
業
の
過
悪
に
関
連
す

る
罪
業
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
み
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
『
智
度
論
』
（
巻
三
十
九
）
を
み
る
と
、
舎
利
弗
が
世
尊
に
対
し
て
、
菩
薩
の

身
業
不
浄
、
口
業
不
浄
、
意
業
不
浄
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
お
尋
ね
し
た
の
に
対
し
て
、
世
尊
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
お
ら
れ
る
と

舎
利
弗
は
智
慧
第
一
と
い
わ
れ
る
佛
弟
子
で
あ
る
か
ら
、
身
口
意
の
不
浄
業
の
何
た
る
か
は
充
分
に
知
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
声
聞
法

中
に
お
い
て
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
菩
薩
の
三
業
と
し
て
は
知
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
菩
薩
と
し
て
は
、
た
と
い
一
念
た
り

と
も
声
聞
や
辞
支
佛
の
ご
と
き
身
口
意
業
の
差
別
相
に
取
著
す
る
も
の
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
で
あ
る
か
と
い
う
に
、
菩
薩
は
法

空
に
住
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
声
聞
等
は
、
身
三
、
口
四
、
意
三
の
十
不
善
道
を
知
っ
て
お
の
お
の
身
口
意
の
罪
業
と
な
す

が
、
菩
薩
に
あ
っ
て
は
、
身
口
意
業
の
差
別
相
に
取
著
す
る
の
が
身
口
意
の
罪
業
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
菩
薩

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
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が
三
業
の
相
を
み
な
い
と
き
、
そ
こ
に
三
善
業
の
根
本
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
か
ん
が
え
て
、
菩
薩
が
罪
不
罪
不
可
得
の

畢
寛
空
に
住
し
て
、
し
か
も
十
善
道
を
行
じ
、
不
取
相
心
を
も
っ
て
一
切
の
善
根
を
無
上
の
佛
道
に
回
向
す
る
の
が
偏
羅
波
羅
蜜
行
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
戒
が
戒
と
し
て
の
意
味
を
ま
っ
と
う
す
る
も
の
と
説
か
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
も
し
も
罪
不
罪
不
可
得
に
し
て
畢
寛
空
な
ど
と
い
え
ば
、
悪
取
空
の
見
に
堕
し
て
、
あ
る
い
は
佛
道

を
修
め
よ
う
と
す
る
意
欲
を
失
な
う
も
の
が
で
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
か
の
『
十
地
経
』
の
註
釈
で
あ

る
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
説
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
巻
十
六
の
「
護
戒
品
」
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
な
ん
ら
の
よ
る

ぺ
も
も
た
ず
、
ま
た
救
い
も
な
い
六
入
の
空
聚
も
し
く
は
空
聚
落
に
あ
っ
て
無
量
の
苦
悩
を
受
け
る
衆
生
を
憐
悪
し
て
十
善
道
を
行
ず
る

こ
と
が
す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
菩
薩
が
こ
の
す
す
め
に
し
た
が
っ
て
善
道
を
行
ず
れ
ば
、
す
な
わ
ち
持
戒
力
が
得
ら
れ
、
善
業

ね
が

を
起
す
こ
と
を
知
り
、
清
浄
の
捨
を
行
ず
る
こ
と
を
楽
う
こ
と
に
な
り
、
深
く
清
浄
の
戒
を
愛
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
な
か
持
戒
力
と
は
、
一
心
清
浄
に
し
て
、
十
善
道
を
具
足
せ
し
め
る
は
た
ら
き
を
指
し
、
清
浄
の
戒
と
は
、
た
だ
善
心
を
も
っ
て
捨

ま
じ

を
行
じ
、
も
ろ
も
ろ
の
煩
悩
を
雑
え
な
い
こ
と
を
指
し
、
そ
れ
ら
が
と
も
に
「
離
垢
地
」
の
離
垢
、
す
な
わ
ち
、
樫
負
の
垢
、
破
戒
の
垢

を
離
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
「
護
戒
品
」
や
、
そ
の
直
前
の
「
大
乗
品
」
を
読
ん
で

み
ま
す
と
、
十
善
道
の
お
し
え
の
背
景
に
、
い
わ
ゆ
る
六
趣
四
生
の
群
萠
を
う
る
お
さ
ん
が
た
め
に
と
い
う
佛
教
の
慈
悲
の
思
想
が
あ
る

こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
十
善
道
が
声
聞
辞
支
佛
地
に
い
た
ら
し
め
る
お
し
え
で
あ
り
な
が
ら
、
さ
ら
に
菩
薩
に
示
し
て

佛
地
に
い
た
ら
し
め
る
お
し
え
で
も
あ
る
こ
と
を
説
き
明
か
す
た
め
に
、
〈
智
者
所
讃
の
十
善
道
〉
（
「
大
乗
品
」
）
と
い
う
智
者
所
讃
行
と

し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
き
に
『
智
度
論
』
の
智
者
所
讃
戒
に
つ
い
て
一
言
し
ま
し
た
が
、
こ
こ

で
は
智
者
所
讃
行
と
し
て
利
他
の
た
め
に
行
ず
る
こ
と
が
の
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
般
若
思
想
の
上
で
い
え
ば
、
般
若
空
の
慧
か
ら

大
悲
へ
の
展
開
に
お
い
て
有
情
が
饒
益
せ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
れ
が
無
上
正
等
菩
提
に
向
う
行
道
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

さ
て
、
持
戒
力
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
一
心
清
浄
に
し
て
十
善
道
を
具
足
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
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ぱ
、
そ
こ
に
は
能
く
お
し
え
に
し
た
が
っ
て
行
ず
る
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
佛
子
と
し
て
の
在
り
方
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
勤
行
精
進
す
、
へ
き
こ
と
を
お
し
え
ら
れ
た
菩
薩
の
生
活
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
和
合
せ
る
僧
伽
の
す
が
た
と
し
て
把
握
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。

か
の
義
浄
三
蔵
（
六
三
五
’
七
一
三
）
が
、
あ
し
か
け
二
十
五
年
間
に
わ
た
る
イ
ン
ド
・
南
海
の
求
法
の
旅
を
終
え
て
帰
国
し
（
六
九
五
）
、

い
ち
ば
ん
最
初
に
手
を
つ
け
た
訳
業
は
、
洛
陽
の
大
福
先
寺
の
訳
場
に
お
け
る
『
根
本
薩
婆
多
部
律
摂
』
の
訳
出
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
こ
の
書
物
は
『
別
解
脱
経
』
の
註
釈
に
し
て
、
根
本
説
一
切
有
部
と
い
う
部
派
が
伝
持
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ

ろ
で
、
こ
の
律
典
は
原
始
経
典
に
よ
り
な
が
ら
も
、
し
か
も
ひ
じ
ょ
う
に
大
乗
に
近
い
教
学
上
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
き
わ

め
て
注
目
す
、
へ
き
性
格
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
書
物
の
巻
一
の
初
め
の
と
こ
ろ
に
、
い
く
つ
か
の
偶
頌
を
引
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
頌

意
を
解
説
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
偶
頌
の
一
つ
に
つ
ぎ
の
ご
と
き
も
の
が
あ
げ
て
あ
り
ま
す
。

和
合
し
て
倶
に
修
し
勇
進
す
る
は
楽
し
・

こ
の
偶
頌
は
『
法
句
経
』
の
第
一
九
四
偶
に
相
当
す
る
も
の
で
す
が
、
こ
の
偶
の
第
三
句
お
よ
び
第
四
句
に
対
す
る
解
説
を
み
ま
す
と
、

そ
れ
は
ま
さ
し
く
前
述
の
一
心
清
浄
と
勤
行
精
進
の
意
味
す
る
も
の
と
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
第
三

句
の
一
心
同
見
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
一
心
同
見
と
一
心
同
事
の
二
面
か
ら
解
釈
し
、
一
心
同
見
と
は
、
戒
と
見
と
威
儀
と
正
命
と
に
お

い
て
衆
同
じ
く
遵
う
が
故
に
と
い
い
、
ま
た
一
心
同
事
な
れ
ば
、
壊
す
べ
き
こ
と
難
き
を
明
か
す
が
故
に
と
い
っ
て
、
僧
伽
存
立
の
条
件

と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
一
心
清
浄
を
基
本
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な

こ
と
と
申
さ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
、
わ
た
く
し
が
こ
こ
で
と
く
に
注
意
し
た
い
と
お
も
い
ま
す
の
は
、
第
四
句
の
和
合
し

意
を
解
説
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

諸
佛
の
世
に
出
現
す
る
は
楽
し
、

微
妙
の
正
法
を
演
説
す
る
は
楽
し
、

僧
伽
の
一
心
同
見
な
る
は
楽
し
、

90



て
倶
に
修
し
勇
進
す
る
云
女
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
句
は
日
常
つ
ね
に
つ
か
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
き
わ
め
て
平
凡
な
文
句

ひ
と
し

の
よ
う
で
す
が
、
『
律
摂
』
に
よ
れ
ば
、
和
合
し
て
倶
に
修
す
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
心
を
斉
う
し
て
、
浄
戸
羅
を
倶
に
す
る
が
故
に
と

解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
い
う
浄
Ｐ
羅
と
は
清
浄
な
る
戒
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
一
心
清
浄
の
具
現
す
る
生
活
を
示
し

た
も
の
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
勇
進
す
る
と
は
、
三
学
処
（
戒
・
定
・
慧
）
に
於
て
、
勤
め
て
修
行
す
る
が
故
に
と
い
い
、
あ
る
い
は
ま

た
勇
心
策
励
し
て
、
諸
煩
悩
を
し
て
究
寛
し
て
尽
く
さ
し
め
る
が
故
に
と
い
い
、
さ
ら
に
ま
た
、
心
勇
決
に
し
て
、
所
修
の
事
に
於
て
、

進
ん
で
退
く
こ
と
な
き
が
故
に
と
い
っ
て
、
勤
行
精
進
と
い
う
こ
と
の
具
体
相
を
明
示
し
て
い
ま
す
。

以
上
が
、
ほ
ぼ
浄
戸
羅
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
僧
伽
の
和
合
が
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
き
わ
め
て
注
目
す
蕊
へ
き
事
柄
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
ま
さ
し
く
大
乗
の
菩
薩
が
修
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
Ｐ
羅
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
い
ま
す
に
、
さ
き
に
あ
げ

た
と
こ
ろ
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
「
護
戒
品
」
に
、
た
だ
身
口
業
の
み
を
名
づ
け
て
Ｐ
羅
と
な
す
の
で
は
な
く
、
修
習
、
親
近
、
楽
行

の
三
事
も
と
も
に
Ｐ
羅
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
修
習
と
は
実
際
に
わ
が
身
に
修
め
る
こ
と
、
親
近
と
は
善
友
（
善
知
識
）
に
尊

敬
を
も
っ
て
親
し
み
近
づ
く
こ
と
、
楽
行
と
は
お
し
え
を
ね
が
い
行
ず
る
こ
と
で
す
が
、
そ
の
よ
う
に
い
え
ば
、
一
切
法
は
す
べ
て
戸
羅

と
名
づ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
と
く
に
菩
薩
が
修
習
す
る
こ
と
の
意
味
が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
問
い
に
対
し
て
、

そ
こ
に
は
＄
最
勝
の
修
習
戸
羅
の
存
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

若
し
、
我
我
所
無
く
、
諸
戯
論
を
遠
離
す
れ
ば
、

一
切
に
所
得
無
し
、
是
を
上
Ｐ
羅
と
名
づ
く
。

と
説
か
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
佛
は
Ｐ
羅
を
無
我
・
無
非
我
・
無
作
。
無
所
作
と
名
づ
け
た
も
う
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。
戸
羅
を
行
じ
て
こ
こ
に
い
た
れ
ば
、
一
切
法
の
無
所
得
に
お
い
て
上
戸
羅
、
す
な
わ
ち
、
最
勝
の
Ｐ
羅
と
名
づ
け
ら
れ
る

も
の
へ
と
向
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
に
は
、
凡
夫
の
Ｐ
羅
よ
り
声
聞
・
辞
支
佛
の
俔
羅
へ
、
さ
ら
に
声
聞
。
辞
支
佛

の
戸
羅
よ
り
菩
薩
の
Ｐ
羅
へ
と
い
う
道
程
が
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
わ
た
く
し
は
、
Ｆ
羅
↓
浄
Ｐ
羅
↓
上
戸
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羅
と
い
う
、
Ｆ
羅
の
三
相
と
し
て
解
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
後
の
上
戸
羅
は
相
と
は
い
う
も
の
の
、
有
相
と
し
て
の
相
で

な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
以
上
の
こ
と
を
い
い
か
え
れ
ば
、
戸
羅
が
般
若
の
空
・
慧
に
よ
っ
て
戸
羅
波
羅
蜜
と
し
て
の
義

を
成
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
菩
薩
は
そ
の
Ｐ
羅
波
羅
蜜
を
行
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
無
相
戸
羅
波
羅
蜜
を
行
ず
今
へ
き
も
の
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ
を
「
護
戒
品
」
の
説
く
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
さ
ら
に
具
体
的
に
申
す
な
ら
ば
、
諸
賢
聖
の
Ｐ

い
や

羅
と
諸
菩
薩
最
勝
無
上
の
据
羅
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
前
者
は
、
涙
羅
を
以
て
自
か
ら
を
高
く
せ
ず
、
人
を
下
し
め
ず
、
増
上
慢
を

起
さ
ず
、
此
彼
を
分
別
せ
ず
と
お
し
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
は
、
諸
相
の
分
別
を
離
れ
、
諸
種
の
見
を
離
れ
る
こ

と
を
説
く
の
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
と
く
に
佛
・
法
。
僧
の
三
宝
の
種
を
断
ぜ
ざ
る
こ
と
を
あ
げ
て
、
故
ら
に
法
身
を
破
せ
ず
、

法
性
を
分
別
せ
ず
、
故
ら
に
法
種
の
無
為
の
相
を
断
ぜ
ず
と
説
い
て
い
る
こ
と
は
、
『
華
厳
経
』
の
「
明
法
品
」
な
ど
の
所
説
に
て
ら
し

て
、
と
く
に
留
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
で
あ
ろ
う
か
と
お
も
わ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
大
乗
戒
と
し
て
の
十
善
業
道
は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
、
般
若
波
羅
蜜
の
思
想
の
流
れ
の
上
で
、
究
極
的
に
は
無
相
波
羅
蜜
行
と
し
て
の
菩
薩
行
に
、
そ
の
真
髄
の
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

わ
た
く
し
た
ち
は
、
っ
ね
日
ご
ろ
、
い
と
も
簡
単
に
持
戒
と
い
う
こ
と
ば
を
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
上
来
の
ゞ
へ
た
と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か

り
ま
す
よ
う
に
、
Ｐ
羅
の
相
を
あ
ま
ね
く
考
察
し
て
Ｆ
羅
波
羅
蜜
義
を
領
得
す
る
こ
と
は
、
け
だ
し
容
易
な
わ
ざ
で
は
な
い
と
お
も
わ
れ

ま
す
。
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
「
護
戒
品
」
に
は
、
無
尽
意
菩
薩
Ｐ
羅
品
の
中
に
説
く
が
如
し
、
と
い
っ
て
、
菩
薩
の
Ｐ
羅
無
尽
な
る
が

故
に
、
如
来
の
Ｐ
羅
も
亦
無
尽
な
り
と
の
ゞ
へ
、
我
無
く
、
我
所
無
く
、
一
切
の
所
得
を
離
れ
て
諸
戯
論
減
す
、
と
い
う
戯
論
寂
滅
の
境
地

が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
初
期
大
乗
経
典
の
一
つ
に
し
て
、
在
家
の
居
士
で
あ
る
維
摩
が
主
役
を
つ
と
め
る
こ
と
で
有
名
な
『
維
摩
経
』
が
『
般
若
経
』

の
空
の
思
想
を
基
調
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
経
典
に
持
戒
と
い
う
こ
と
が
ど

Qワ
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自
ら
は
戒
律
の
条
文
を
よ
く
ま
も
り
、
他
人
の
過
失
は
こ
れ
を
口
に
し
な
い
こ
と
が
、
菩
薩
の
佛
国
土
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
佛

国
土
で
は
、
過
失
と
い
う
名
前
さ
え
聞
か
れ
な
い
。
浄
ら
か
な
十
善
業
道
こ
そ
は
、
菩
薩
の
佛
国
土
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
の
（
菩

薩
が
）
さ
と
り
を
得
た
と
き
の
そ
の
佛
国
土
に
は
、
（
十
善
業
道
の
結
果
と
し
て
）
寿
命
を
ま
っ
と
う
す
る
者
、
大
資
産
家
と
な
っ
た
者
、

異
性
と
の
交
わ
り
の
清
浄
な
者
、
真
実
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
を
飾
っ
た
者
、
こ
と
ば
の
や
わ
ら
か
な
者
、
家
族
の
あ
い
だ
に
不

和
の
な
い
者
、
争
い
ご
と
を
ま
る
く
治
め
る
の
に
巧
み
な
者
、
ね
た
み
の
な
い
者
、
怒
る
心
の
な
い
者
、
正
し
く
見
る
者
‐
１
ｌ
こ
れ

ら
の
衆
生
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
、
こ
の
よ
う
に
の
べ
て
、
国
土
の
清
浄
と
衆
生
の
清
浄
と
衆
生
の
心
の
清
浄
と
を
説
き
、

そ
れ
ゆ
え
に
、
若
者
よ
、
佛
国
士
の
清
浄
を
欲
す
る
菩
薩
は
＄
自
己
の
心
を
治
め
浄
め
る
こ
と
に
つ
と
め
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ん
と

な
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
菩
薩
の
心
が
浄
ら
か
で
あ
る
か
に
従
っ
て
、
佛
国
土
が
清
浄
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
十
善
業
道
の
有
す
る
徳
用
が
強
調
せ
ら
れ
て
、
自
ら
の
心
を
治
め
る
こ
と
が
、
い
か
に
必
要
で
あ
る

か
、
そ
の
点
に
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
わ
た
く
し
が
も
っ
と
も
注
意
し
た
い
と
お
も
う
問
題
は
、
「
弟
子

品
」
の
長
老
優
波
離
と
維
摩
居
士
と
の
対
話
の
な
か
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
罪
と
は
何
か
、
汚
れ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
テ
ー
マ

と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
佛
教
に
お
い
て
、
持
戒
あ
る
い
は
持
律
と
い
わ
れ
る
の
は
、
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
か
、
そ
の
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
佛
弟
子
中
、
持
律
第
一
と
い
わ
れ
た
優
婆
離
比
丘
で
さ
え
も
、

の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
す
こ
し
く
ふ
れ
て
み
た
い
と
お
も
い
ま
す
。

こ
の
経
典
の
「
佛
国
品
」
に
は
、
六
波
羅
蜜
が
菩
薩
の
佛
国
土
と
し
て
説
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
、
持
戒
に
関
す
る
文
は
つ
ぎ
の

ご
と
く
な
っ
て
い
ま
す
。
（
「
大
乗
佛
典
』
７
、
一
八
頁
以
下
の
和
訳
に
よ
る
。
）

戒
律
と
い
う
国
土
が
、
菩
薩
の
佛
国
土
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
（
善
へ
の
）
意
欲
を
も
っ
て
十
善
業
道
を
ま
も
っ
て
い
る
衆

生
が
生
ま
れ
る
。
（
中
略
）
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な
お
も
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
境
地
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
夢
や
幻
や
電

光
の
加
き
も
の
と
し
て
、
心
の
（
妄
想
）
分
別
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
知
る
者
、
そ
れ
が
持
戒
者
あ
る
い
は

持
律
者
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
す
べ
て
の
人
び
と
の
心
は
汚
れ
の
な
い
こ
と
を
本
性
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

分
別
が
汚
れ
で
あ
り
、
自
我
あ
り
と
あ
や
ま
っ
て
か
ん
が
え
る
こ
と
が
汚
れ
で
あ
り
、
無
我
で
あ
る
こ
と
が
本
性
で
あ
る
。
た
だ
外
形
的

に
身
口
意
の
三
業
に
お
い
て
悪
を
な
さ
ず
善
を
お
こ
な
う
こ
と
が
持
戒
持
律
で
は
な
い
。
罪
は
内
に
も
な
く
、
外
に
も
な
く
、
内
と
外
と

の
以
外
に
見
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
罪
や
心
に
取
り
著
く
分
別
を
離
れ
よ
。
心
が
汚
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
衆
生
は
汚
れ
、
心
が
浄

め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
衆
生
は
浄
ら
か
に
な
る
と
、
世
尊
は
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
の
尋
へ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
か
の
く
自
浄
其
意
〉
の
句
を
有
す
る
「
七
佛
通
誠
偶
」
が
、
諸
部
派
の
伝
持
す
る
波
羅
提
木
叉

の
末
尾
に
付
加
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
意
味
を
く
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
七
佛
通
誠
偶
」
は
、
す
で
に
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
法
句
経
』
（
第
一
八
三
偶
）
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
い
ま
は
律
典
と
の
関
係
以
外
に
、
諸
種
の

経
論
に
幅
広
く
引
用
さ
れ
て
い
る
重
要
な
偶
頌
で
あ
る
こ
と
、
わ
け
て
も
『
智
度
論
』
（
巻
十
八
）
や
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
（
巻
十
三
、
略
行

品
）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
に
注
目
し
た
い
と
お
も
い
ま
す
。
『
智
度
論
』
に
あ
っ
て
は
、
般
若
の
相
義
を
明
か
す
な
か
、
随

相
門
と
対
治
門
と
を
説
く
た
め
に
、
こ
の
偶
と
縁
起
法
頌
と
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
あ
っ
て
は
、
無
我
行
な
る

菩
薩
の
所
応
行
を
説
く
た
め
に
、
こ
の
偶
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
山
口
先
生
は
〈
自
浄
其
意
の
根
本
義
〉
と
し
て
、
「
略

行
品
」
の
所
明
と
の
関
連
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
心
浄
思
想
に
言
及
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
〈
心
浄
〉
は
「
維
摩
経
佛
国
品
の
原
典
的
解

釈
」
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
、
も
し
も
こ
の
〈
心
浄
〉
を
俔
羅
波
羅
蜜
義
の
う
え
か
ら
解
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
さ
き
ほ
ど
あ
げ
た
と
こ
ろ
の
〈
一
心
清
浄
〉
に
ほ
か
な
ら
ぬ
も
の
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
の
「
略
行
品
」

に
あ
っ
て
は
、
「
七
佛
通
誠
偶
」
を
引
用
し
て
、
〈
一
法
有
り
て
佛
道
を
摂
す
。
菩
薩
応
に
行
ず
べ
し
。
〉
と
い
い
、
そ
の
一
法
に
つ
い
て
、

〈
所
謂
善
法
の
中
に
於
い
て
一
心
に
放
逸
せ
ざ
る
な
り
。
〉
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
も
さ
き
に
あ
げ
た
と
こ
ろ
の
〈
勤
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行
精
進
〉
に
ほ
か
な
ら
れ
も
の
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
世
尊
の
最
後
の
遺
誠
と
し
て
つ
た
え
ら
れ
て
い
る
〈
諸
行

は
無
常
で
あ
る
。
不
放
逸
に
努
め
よ
。
〉
と
い
う
お
し
え
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
も
っ
て
、
わ
た
く
し
の
講
義
を
終
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
ご
静
聴
を
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
付
記
）
こ
の
一
文
は
、
昭
和
五
十
五
年
一
月
十
七
日
午
後
四
時
か
ら
図
書
館
講
堂
で
お
こ
な
っ
た
退
任
記
念
の
最
終
講
義
に
若
干
の
補
正
を
な
し
た

も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
講
義
の
中
に
お
い
て
、
昨
年
十
一
月
に
中
国
社
会
科
学
院
の
招
待
を
受
け
て
中
国
を
訪
問
し
た
際
、
上
海
で
お
こ

な
わ
れ
た
中
国
の
佛
教
学
者
と
の
座
談
会
の
模
様
を
紹
介
し
た
。
そ
れ
は
中
国
に
あ
っ
て
は
、
法
師
も
居
士
も
学
者
も
、
戒
学
に
対
す
る
関
心

が
き
わ
め
て
深
く
、
座
談
会
の
内
容
に
も
、
菩
薩
行
の
実
践
、
鑑
真
の
つ
た
え
た
戒
律
、
印
光
の
鼓
吹
し
た
浄
土
教
な
ど
、
こ
の
講
義
の
内
容

に
も
若
干
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
は
紙
数
の
都
合
で
そ
の
部
分
を
割
愛
し
た
。
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