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現代宗教研究
第53号 初　校 　　月　　日

第
五
十
一
回
中
央
教
化
研
究
会
議

　
基
調
講
演

仏
教
の
止
観
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

蓑

　
輪

　
顕

　
量

司
会　

そ
れ
で
は
、
蓑
輪
先
生
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
簡
単
に
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

蓑
輪
顕
量
先
生
、
現
在
、
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
の
顧
問
を
、
お
務
め
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
東
京
大
学
大
学
院
の
教
授

で
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
千
葉
県
ご
出
身
。
東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
を
修
了
、
同
大
学
で
文
学
博
士
号
を
取
得
。
日
本
学
術
振
興

会
特
別
研
究
員
、
財
団
法
人
東
方
研
究
会
専
任
研
究
員
、
愛
知
学
院
大
学
文
学
部
助
教
授
（
後
に
教
授
）
等
を
歴
任
さ
れ
、
現
在
、
東
京

大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
の
教
授
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
専
門
は
、
仏
教
学
、
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
お
よ
び
日
本
仏
教
に
関

す
る
研
究
。
ま
た
、
千
葉
県
南
部
龍
蔵
寺
の
修
徒
で
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
著
書
は
、『
中
世
初
期
南
都
戒
律
復
興
の
研
究
』、『
日
本

仏
教
の
教
理
形
成　

法
会
に
お
け
る
唱
導
と
論
義
の
研
究
』、
ま
た
、
一
般
書
と
し
て
『
日
本
の
宗
教
』、『
仏
教
瞑
想
論
』、『
日
本
仏
教

史
』
等
、
多
数
著
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
蓑
輪
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

蓑
輪　

そ
れ
で
は
、
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
先
ほ
ど
の
田
中
先
生
の
歯
切
れ
の
い
い
お
話
と
、
少
し
違
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
お
聴
き
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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今
日
の
私
の
話
は
、「
仏
教
の
止
観
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、「
仏
教
の
中

に
伝
わ
っ
て
き
た
止
観
と
い
う
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
当
て
、
今
、
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
き
て
お

り
ま
す
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
、
同
じ
と
こ
ろ
と
違
う
と
こ
ろ
、「
ど
こ
が
、
ど
う
同
じ
で
、
何
が
違
う
の
か
」
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ

を
、
お
話
し
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

要
旨
と
し
て
挙
げ
た
と
こ
ろ
は
、
私
た
ち
が
よ
く
「
止
観
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
、
何
か
、
一
つ
の
も
の
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
が
、
元
々
は
、「
止
」
と
「
観
」
は
異
な
っ
た
観
察
方
法
を
指
す
用
語
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
も
、
お
話
の
中
で
説

明
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
は
」
や
、「
な
ぜ
日
蓮
宗
で
考
察
の
対
象
と
し
て
い
く
の
か
」
と
い
う
よ
う
な

こ
と
な
ど
も
、
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
は

　

ま
ず
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
か
ら
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
の
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の

か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
。「
マ
イ
ン
ド
」
と
「
フ
ル
」
と
い
う
言
葉
が
付
い
て
い
る
と
、「
心
が
い
っ
ぱ
い
」
と
い
う
よ
う
に
理
解
す

る
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
話
も
聞
き
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
く
て
、「
今
こ
の
瞬
間
を
気
づ
い
て
い
る
」
と
い
う
こ
と

が
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
の
原
義
で
す
。

　
「『
気
づ
い
て
い
る
』
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
も
う
一
つ
言
葉
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
も
う
一

つ
、
何
か
と
い
い
ま
す
と
、「
ア
ウ
ェ
ア
ー
」
で
す
。
で
す
か
ら
、「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
と
ア
ウ
ェ
ア
ー
っ
て
い
う
の
は
、
違
う
ん
じ
ゃ
な
い

の
？
」
と
言
う
人
も
い
れ
ば
、「
実
は
、
同
じ
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
言
う
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
訳
し

分
け
て
い
る
人
も
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
と
「
ア
ウ
ェ
ア
ー
ネ
ス
」
と
い
う
よ
う
に
使
う
人
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
の
で
す
が
、
そ
の
相
違
は
一
体
何
か
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
言
お
う
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
少
し
置
い
て
お
き
ま
し
て
、
後
で
、
そ
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の
相
違
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
と
い
う
言
葉
が
有
名
に
な
り
ま
し
た
の
は
、
ベ
ト
ナ
ム
人
僧
侶
の
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
さ
ん
か
ら
で
す
。

彼
が
、
ア
メ
リ
カ
で
ご
自
身
の
仏
教
を
紹
介
し
て
い
る
と
き
に
、
瞑
想
も
紹
介
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
そ
の
時
に
使
用
し
た
も

の
が
最
初
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
や
が
て
、
ア
メ
リ
カ
の
お
医
者
さ
ん
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
カ
バ
ッ
ト
・
ジ
ン
先
生
が
、
日
本

の
禅
宗
、
そ
れ
も
曹
洞
宗
の
禅
を
体
験
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
気
づ
き
ま
し
た
心
の
観
察
法
が
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

ス
」
と
い
う
名
前
で
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
で
有
名
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
起
源
は
大
き
く
二
つ
あ
る
と
考
え
て
い
い
と
思

い
ま
す
。

　

こ
の
方
が
、
ベ
ト
ナ
ム
人
僧
侶
の
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
さ
ん
で
す
。（
資
料
①
）「
釈
一
行
」
と
い
う
名
前
で
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

ベ
ト
ナ
ム
人
の
方
で
、
現
在
は
フ
ラ
ン
ス
を
拠
点
に
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、
プ
ラ
ム
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
と
い
う
名
前
を
聞
い
た
こ

と
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
こ
が
、
こ
の
方
の
拠
点
で
す
。
日
本
に
も
毎
年
一
回
か
二
回
ぐ
ら
い
、
そ
こ
の
方
た
ち
が
い
ら
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
す
。
プ
ラ
ム
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
の
方
た
ち
は
、「
仏
教
教
団
は
サ
ン
ガ
で
教
え
を
伝
え
て
い
く
も
の
だ
」
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
ら

っ
し
ゃ
っ
て
、
日
本
に
来
日
す
る
と
き
に
も
、
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
さ
ん
一
人
で
は
な
く
て
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
と
一
緒
に
来
ま

す
。
最
低
で
も
、
お
坊
さ
ん
五
人
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
お
呼
び
す
る
と
な
る
と
結
構
お
金
が
か
か
っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
も
聞
い
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
の
起
源
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
が
、
ジ
ョ
ン
・
カ
バ
ッ
ト
・
ジ
ン
さ
ん
で
す
。（
資
料
②
）
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ

ツ
大
学
医
学
大
学
院
の
先
生
を
し
て
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
同
大
学
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
の
創
設
所
長
さ
ん
で
し
た
。
国
際
観
音

禅
院
と
い
う
と
こ
ろ
で
禅
の
勉
強
を
す
る
の
で
す
が
、
と
い
い
ま
す
か
、
学
ぶ
の
で
す
が
、
実
は
曹
洞
禅
を
学
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

ご
本
人
い
わ
く
、「
一
番
役
に
立
っ
た
の
は
、『
正
法
眼
蔵
』
だ
」
と
。
そ
の
修
行
の
中
で
得
ら
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
仏
教
が
伝
え
て

き
た
観
察
方
法
が
、
ス
ト
レ
ス
の
低
減
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
視
点
か
ら
、「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
と
い
う
名
前
で
そ
れ
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を
世
間
に
紹
介
し
始
め
ま
し
た
。
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
、
技
法
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
と
に
か
く
心
の
観
察
方
法
を
紹

介
し
始
め
た
の
で
す
が
、
こ
の
時
に
、「
曹
洞
宗
の
禅
の
中
で
学
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
表
に
出
さ
な
か
っ
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ

ろ
で
「
宗
教
性
を
抜
き
に
し
て
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。（
た
だ
、
正
確
に
は
宗
派
性
の
無
い
も
の
と
い
う
意

味
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。）

　

日
蓮
聖
人
の
お
言
葉
に
戻
っ
て
み
ま
す
と
、
例
え
ば
「
行
学
の
二
道
を
は
げ
み
候
べ
し
。
行
学
た
へ
な
ば
仏
法
は
あ
る
べ
か
ら
ず
」。

有
名
な
言
葉
で
す
ね
。
皆
さ
ん
朝
に
晩
に
唱
え
て
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、「
行
」
と
い
う
の
は
修
行
で
あ
り
、
イ
ン
ド
か

ら
の
伝
統
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
行
」
は
「
心
の
観
察
」
で
す
。「
学
」
の
方
は
「
学
問
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
経
典
等
の
修
学
」
を
指
し

ま
す
。
こ
の
「
行
」
と
「
学
」
と
い
う
の
は
、
イ
ン
ド
世
界
か
ら
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
お
坊
さ
ん
た
ち
の
中
に
専
門
と
す
る
人
が

別
れ
て
登
場
し
た
よ
う
で
す
。
パ
ー
リ
聖
典
の
中
で
は
、
片
方
の
「
行
」
の
方
は
「
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
ド
ゥ
ラ
」、「
学
」
の
方
は
「
ガ
ン

タ
ド
ゥ
ラ
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
ド
ゥ
ラ
と
い
う
の
は
、
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
と
い
う
観
察
に
責

任
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
。
ガ
ン
タ
ド
ゥ
ラ
は
、
ガ
ン
タ
と
い
う
の
は
本
と
い
う
意
味
で
す
け
ど
も
経
論
を
意
味
し
ま
す
、
そ
の
よ
う
な

経
論
に
責
任
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
、
の
よ
う
な
感
じ
で
す
。

仏
教
は
何
を
目
指
し
た
の
か

　

最
近
の
世
界
の
仏
教
界
の
流
れ
な
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
・
イ
ン
テ
ン
ト
と
い
う

も
の
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
お
釈
迦
さ
ん
の
伝
記
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、「
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
な
ぜ
出
家
を
し
た
の
か
。
そ
こ

の
と
こ
ろ
に
立
ち
返
っ
て
仏
教
を
考
え
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
い
う
、
こ
う
い
う
運
動
で
す
。
チ
ベ
ッ
ト
の
お
坊
さ
ん
た
ち
か
ら

出
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
こ
の
世
の
生
老
病
死
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
出
家
し
た
の
だ
。

つ
ま
り
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
上
で
感
じ
る
悩
み
、
苦
し
み
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
。
こ
れ
が
、
実
は
仏
教
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の
一
番
の
出
発
点
で
は
な
い
か
と
。
こ
こ
を
起
点
に
考
え
て
い
く
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
・
イ
ン
テ
ン
ト

で
す
。

　

実
際
に
お
釈
迦
様
は
、
出
家
を
さ
れ
て
か
ら
心
の
観
察
、
行
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
ア
ー
ラ
ー
ラ
カ
ー
ラ
ー
マ
仙

人
と
か
、
ウ
ッ
ダ
カ
・
ラ
ー
マ
プ
タ
仙
人
と
い
う
方
に
つ
い
て
修
行
を
さ
れ
、
そ
し
て
、
空
無
辺
処
、
非
想
非
非
想
処
を
体
験
さ
れ
ま
し

た
。
空
無
辺
処
は
、
空
間
が
ど
こ
ま
で
も
広
が
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
境
地
、
非
想
非
非
想
処
は
、
漢
字
で
読
ん
で
し
ま
う
と

「
思
う
の
で
も
な
く
思
わ
な
い
の
で
も
な
い
」
の
で
、
一
体
ど
ん
な
境
地
な
の
だ
ろ
か
と
考
え
て
し
ま
い
ま
す
け
れ
ど
、
こ
れ
は
、
捉
ま

え
る
こ
と
が
難
し
い
ぐ
ら
い
微
細
な
働
き
し
か
残
っ
て
い
な
い
境
地
の
こ
と
を
、
言
語
表
現
し
た
と
き
に
非
想
非
非
想
処
と
し
た
と
い
う

よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
心
の
働
き
が
す
ご
く
静
ま
っ
て
、
つ
か
ま
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
ぐ
ら
い
の
微
細
な
働
き
だ

け
が
残
っ
て
い
る
境
地
と
い
う
も
の
が
、
非
想
非
非
想
処
で
す
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
体
験
を
さ
れ
て
も
、
日
常
生
活
に
戻
っ
て
き
た
ら
、
い
つ
も
と
変
わ
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
接
す
る
と
悩

み
・
苦
し
み
が
生
じ
ま
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
観
察
の
仕
方
で
は
、
ど
う
も
解
決
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
て
、
新
し
い
観
察
の
仕

方
に
入
っ
た
、
と
い
う
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
が
伝
記
で
す
。

　

そ
の
中
で
登
場
し
て
く
る
観
察
の
仕
方
は
、「
念
処
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、「
サ
テ
ィ
パ
ッ
タ
ー
ナ

satipatt4
4hāna

」
で
す
。
翻
訳
と
し
て
何
が
い
い
の
か
は
、
少
し
考
え
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
具
体
的
に
や
っ
て
い
る
こ

と
は
、
対
象
を
気
づ
く
こ
と
、
注
意
を
振
り
向
け
る
こ
と
で
す
。

　

さ
て
、
仏
教
の
中
で
捉
え
た
悩
み
・
苦
し
み
の
原
因
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、「
私
た
ち
の
心
が
作
り
出
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う

と
こ
ろ
が
出
発
点
に
な
り
ま
す
。「
私
た
ち
の
心
が
作
り
出
し
た
」
と
い
う
こ
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
私
た

ち
が
世
界
を
認
識
す
る
、
そ
の
認
識
が
引
き
金
に
な
る
と
捉
え
た
の
で
す
。
外
界
の
対
象
が
あ
り
、
私
た
ち
の
感
覚
機
能
が
あ
り
、
そ
の

外
界
の
対
象
と
感
覚
機
能
が
接
触
す
る
と
、
と
い
う
言
い
方
は
、
よ
く
さ
れ
ま
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
心
の
中
に
捉
え
ら
れ
る
対
象
が
描
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か
れ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
認
識
が
生
じ
ま
す
。
そ
の
認
識
が
引
き
金
に
な
っ
て
、
自
動
的
に
様
々
な
働
き
が
生
じ
て
い
く
、
こ
の
よ
う
に

釈
尊
は
捉
え
ま
し
た
。
そ
こ
に
悩
み
・
苦
し
み
が
心
の
働
き
と
し
て
生
じ
る
の
だ
、
と
見
た
わ
け
で
す
。

　

卑
近
な
例
で
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
例
え
ば
目
の
前
に
ケ
ー
キ
が
あ
っ
て
、「
ケ
ー
キ
だ
」。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ
が
引
き
金
に
な
っ
て
、

「
あ
、
お
い
し
そ
う
だ
。
食
べ
た
い
な
。
で
も
、
太
る
か
ら
、
や
め
と
こ
う
か
な
」
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
思
い
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
音
で
も
同
じ
で
す
。
例
え
ば
、「
勉
強
し
な
さ
い
」
と
い
う
親
の
声
を
聞
い
た
ら
、「
勉
強
、
今
、
そ
ん
な
気
分
じ

ゃ
な
い
な
。
う
る
さ
い
な
」。
い
ら
い
ら
や
怒
り
の
感
情
が
起
き
た
り
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
心
は
、
認
識
が
引
き
金
に
な
っ

て
次
か
ら
次
へ
と
働
き
を
起
こ
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
、
初
期
の
仏
典
で
は
、「
パ
パ
ン
チ
ャ
」「
戯け

論ろ
ん

」
と
い
う
名
前
で
呼
び
ま
し
た
。

私
た
ち
の
心
の
働
き

　

で
は
、
次
の
ス
ラ
イ
ド
、
何
で
し
ょ
う
。
ぱ
っ
と
見
て
く
だ
さ
い
。（
資
料
③
）

　

は
い
。
こ
れ
で
す
が
、
よ
く
使
っ
て
い
る
も
の
で
す
の
で
、
何
回
か
見
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
私
た
ち
が
外

界
を
見
た
と
き
に
、
目
を
通
じ
て
心
の
中
に
映
像
が
描
か
れ
ま
す
。
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
る
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
イ
メ

ー
ジ
に
対
し
て
「
あ
、
こ
れ
は
何
々
だ
」
と
い
う
判
断
を
起
こ
し
て
い
る
例
と
し
て
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
見
て
、
漢
字
の
「
大
」
と
い
う
答
え
、
そ
れ
か
ら
、「
人
間
が
両
手
を
広
げ
て
い
る
姿
」。
も
う
一
つ
は
、
東
大
の
授
業
で
も
一

回
使
っ
た
の
で
す
が
、
新
し
い
答
え
が
出
ま
し
た
。「
モ
ヤ
シ
が
大
地
か
ら
芽
を
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
」
と
。
こ
の
答
え
は
、
私
も
想
像

外
で
し
た
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
ユ
ニ
ー
ク
な
子
が
東
大
に
は
い
る
な
、
と
思
っ
た
次
第
で
し
た
。

　

皆
さ
ん
に
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、
漢
字
の
「
大
」
だ
と
思
っ
た
方
、
ど
の
ぐ
ら
い
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
、
手
を
挙
げ
て
み
て
く

だ
さ
い
。
多
く
の
方
た
ち
が
、
漢
字
の
「
大
」
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
ね
。
で
は
、「
人
間
が
手
を
広
げ
て
い
る
姿
を
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
描

い
た
図
だ
」
と
思
っ
た
方
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
結
構
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。「
モ
ヤ
シ
が
大
地
か
ら
芽
を
出
し
て
い
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る
」
と
い
う
方
は
、
さ
す
が
に
、
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
す
ね
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
非
常
に
分
か
り
や
す
い
例
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
、
本
来
は
何
か
と
い
う
と
、
白
地
の
と
こ
ろ
に
黒
で
、
た
だ

線
を
引
い
た
だ
け
な
の
で
す
。
漢
字
を
知
ら
な
い
外
国
の
人
が
ぱ
っ
と
見
た
ら
、「
大
」
だ
と
思
わ
な
い
で
す
。
恐
ら
く
「
何
だ
ろ
う
？
」

と
思
っ
て
、
そ
し
て
「
人
間
が
手
を
広
げ
て
い
る
姿
」
の
方
に
集
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
本
来
は
、
た
だ
白
地
の

と
こ
ろ
に
黒
の
線
が
、
直
線
と
曲
線
が
こ
う
引
か
れ
て
交
わ
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
、
世
界
を
目
と
い
う
感
覚
器
官
で
捉
え
て
、
心
の
中
に
捉
え
ら
れ
る
対
象
と
し
て
の
何
か
を
描
い
て
、
そ
れ

に
対
し
て
瞬
時
に
「
何
々
だ
」
と
い
う
判
断
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
す
。
人
間
の
心
の
働
き
と
い
う
の
は
、
外
界
か
ら
の
刺
激
を
受
け
止

め
、
認
識
の
対
象
に
な
る
も
の
を
心
の
中
に
描
い
て
、
そ
れ
を
認
識
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
受
け
止
め
て
か
ら
、
そ
の
後
に
起
き
て
く
る
心
の
働
き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
仏
教
の
中
の
少
し
細
か
い
分
析
が
進
ん
だ

後
で
の
教
え
の
中
で
す
け
ど
も
、
唯
識
教
学
の
中
で
は
、
人
間
の
心
に
は
次
の
よ
う
な
働
き
が
存
在
す
る
と
分
析
し
ま
し
た
。「
分
別
」

と
「
名
言
」
と
「
尋
思
」
で
す
。

　
「
分
別
」
と
い
う
も
の
は
、「
他
の
も
の
と
区
別
す
る
」
で
す
。
こ
れ
は
具
体
的
に
ど
ん
な
働
き
か
と
い
い
ま
す
と
、
一
番
分
か
り
や
す

い
も
の
は
、
例
え
ば
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
、
こ
の
よ
う
に
教
卓
の
上
に
置
い
た
と
し
ま
す
。
皆
さ
ん
は
見
た
瞬
間
に
「
机
と
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

が
別
の
も
の
」
と
認
識
い
た
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
機
械
に
認
識
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、「
机
と
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
別
の
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
す
ご
く
大
変
な
の
だ
そ
う
で
す
。
現
在
で
は
、
Ａ
Ｉ
で
か
な
り
認
識
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
、
物
を
見
た
と
き
に
、
幾
ら
か
ぼ
ー
っ
と
し
て
漠
然
と
し
た
も
の
を
ま
ず
は
捉
え
て
、
そ
の
後
、
す
ぐ

に
分
別
の
働
き
が
働
い
て
他
の
も
の
と
区
別
を
し
て
輪
郭
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
区
別
の
上
に
、
名
言
、
言
葉
が
乗

っ
か
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
」
や
「
机
」、
そ
う
い
う
言
葉
が
す
ぐ
に
生
じ
る
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
に
な
り
、
次
の

尋
思
、
あ
れ
こ
れ
と
考
え
る
働
き
が
生
じ
る
の
だ
と
捉
え
て
い
ま
す
。
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こ
れ
を
図
示
し
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。（
資
料
④
）
外
界
の
も
の
が
傘
型
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
よ
う
な
感
じ
で
す
が
、
一

応
、
木
だ
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
目
と
い
う
感
覚
機
能
を
通
じ
て
、
心
で
す
け
ど
も
、
今
、
脳
で
す
。
脳
の
中
に
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
ま

す
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
、「
木
だ
」
と
い
う
判
断
が
生
じ
ま
す
。
こ
こ
に
出
て
く
る
も
の
は
、
原
始
仏
教
の
中
に
よ
く
登
場
い
た

し
ま
す
五ご

蘊う
ん

と
対
応
し
ま
す
。
五
蘊
と
は
、「
色し
き

、
受
、
想
、
行
、
識
」
で
す
が
、「
色
」
と
書
い
た
「
色
」
が
、
外
に
あ
る
も
の
で
す
。

「
想
」
が
、
心
の
中
に
描
か
れ
た
イ
メ
ー
ジ
で
す
。「
木
だ
」
と
い
う
判
断
が
、
こ
れ
が
最
後
の
認
識
の
「
識
」
で
す
。
そ
の
手
前
に
二
つ

の
曲
線
の
矢
印
、「
行
」
と
書
い
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、「
木
だ
」
と
い
う
判
断
を
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
、
木
で
あ
る

こ
と
を
知
っ
て
い
な
い
と
判
断
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
判
断
が
生
じ
る
と
き
に
は
何
ら
か
の
働
き
が
、
常
に
、
そ
の
背
後
で
動
い
て

い
る
と
捉
え
ま
し
た
。
木
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
恐
ら
く
、
学
習
の
成
果
な
の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
記
憶
の
よ

う
な
も
の
が
関
係
し
て
、
そ
の
判
断
に
関
わ
っ
て
い
る
と
捉
え
て
、
そ
の
よ
う
な
働
き
を
「
行
」
と
名
付
け
ま
し
た
。

　

こ
の
「
行
」
は
、
イ
メ
ー
ジ
が
心
の
中
に
描
か
れ
る
と
き
に
も
働
い
て
い
る
と
捉
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
説
明
で

き
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
私
た
ち
が
、
も
の
を
見
誤
る
と
い
う
こ
と
を
体
験
的
に
知
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
例
え
ば
仏
典
の
中
に
出
て
く
る
例
は
、「
道
端
に
落
ち
て
い
る
縄
を
蛇
と
間
違
え
る
」
と
い
う
例
で
す
。「
皆
さ
ん
も
体
験
あ
り

ま
す
よ
ね
。」
と
言
い
な
が
ら
、
最
近
、
大
学
で
こ
の
話
を
し
ま
す
と
、
若
い
学
生
さ
ん
た
ち
の
中
に
は
、「
道
端
に
縄
は
落
ち
て
ま
せ

ん
」
と
言
う
方
が
い
ま
す
の
で
、
最
近
で
は
、「
道
を
歩
い
て
い
て
、
前
を
歩
い
て
い
る
人
が
友
達
の
Ａ
さ
ん
だ
と
思
っ
て
『
Ａ
さ
ん
』

っ
て
声
を
か
け
た
ら
、
全
然
別
人
だ
っ
た
」
と
い
う
例
の
方
が
良
い
か
と
思
い
、
そ
ち
ら
を
よ
く
使
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
後
ろ
姿
で
「
Ａ
さ
ん
」
と
思
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
後
ろ
姿
を
Ａ
さ
ん
に
描
い
て
い
る
の
で
す
。
縄
を
蛇
と
間
違
え
る
と
き

に
は
、
縄
な
の
で
す
が
、
最
初
は
蛇
に
描
い
て
い
る
は
ず
な
の
で
す
。
で
な
い
と
、「
蛇
だ
」
と
間
違
え
る
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
そ
こ

か
ら
、
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
と
き
に
も
、
判
断
を
す
る
と
き
に
も
、
何
ら
か
の
力
の
働
き
が
あ
る
と
考
え
て
、
そ
れ
を
「
行
」（
サ
ン
ス
カ

ー
ラ
）
と
い
う
言
葉
で
表
現
い
た
し
ま
し
た
。
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「
受
」
と
い
う
も
の
が
、
な
か
な
か
分
か
り
に
く
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
「
感
受
」
と
言
わ
れ
ま
し
て
、
私
た
ち
は
認
識
を
起
こ
す
と

き
に
は
、
必
ず
、
苦
と
い
う
感
受
、
楽
と
い
う
感
受
、
あ
る
い
は
、
苦
で
も
な
い
楽
で
も
な
い
、
そ
う
い
っ
た
感
受
を
起
こ
す
と
い
う
こ

と
に
も
気
が
つ
い
た
み
た
い
で
し
て
、
そ
れ
が
感
受
と
い
う
こ
と
で
、「
受
」
と
し
て
表
現
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
か
な
り
大
ま
か
な
分
類
で
す
け
ど
も
、「
五
つ
の
範
疇
に
分
け
ら
れ
る
働
き
か
ら
、
私
た
ち
人
間
は
構
成
さ
れ
て
い
る

の
だ
」
と
い
う
も
の
が
、
お
釈
迦
様
の
初
期
の
教
え
の
中
に
、
よ
く
登
場
す
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、「
悩
み
苦
し
み
は
、
私
た
ち
の
心

が
作
り
出
し
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
再
説
す
れ
ば
、
外
界
を
認
識
し
て
、
次
か
ら
次
へ
と
心
が
自
動
的
に
働
き
を
起
こ
し
て
、

悩
み
や
苦
し
み
が
生
じ
て
い
る
と
、
こ
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
ま
し
た
。

　

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
一
つ
は
、
悩
み
苦
し
み
が
心
の
働
き
だ
と
い
う
こ
と
に
自
覚
す
る
こ

と
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
な
る
こ
と
。
先
ほ
ど
の
田
中
先
生
の
話
の
中
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
大
体
同
じ
よ
う
な
と

こ
ろ
で
す
。

　

そ
の
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
と
、
そ
れ
に
、
す
な
わ
ち
心
の
働
き
が
生
じ
て
い
る
、
そ
の
心
の
働
き
を
気

づ
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
の
気
づ
く
こ
と
を
し
て
い
る
と
、
悩
み
苦
し
み
が
生
じ
な
く
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

本
当
は
最
終
的
な
と
こ
ろ
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
普
通
に
は
、
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
だ
わ
ら
な
い
で
流
せ
る
よ

う
に
な
れ
ば
よ
い
、
と
も
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
心
の
観
察
は
、
イ
ン
ド
世
界
に
お
き
ま
し
て
は
と
て
も
重
要
な
も
の
と
し
て
受

け
止
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
の
で
、
そ
れ
が
仏
教
の
中
に
も
流
れ
込
ん
で
い
き
ま
す
。

行
動
や
心
の
働
き
を
見
つ
め
る

　

ま
ず
、
心
の
働
き
を
沈
め
る
と
い
う
観
察
の
仕
方
は
、
仏
教
者
た
ち
は
「
サ
マ
ー
デ
ィ
」
と
「
ジ
ャ
ー
ナ
」、「
三
昧
」
と
「
禪
那
」
と

い
う
名
称
で
呼
び
ま
し
た
。
そ
の
特
徴
は
何
か
と
い
う
と
、
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
心
の
働
き
が
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静
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
気
が
つ
い
た
よ
う
で
す
。
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
て
い
る
と
他
の
働
き
が
起
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
が

つ
い
て
、
心
の
働
き
を
静
め
て
い
く
観
察
の
方
法
と
い
う
も
の
が
、
出
来
上
が
っ
て
参
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
の
方
法
が
、「
行
動
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
つ
め
る
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
様
々
な
も
の
を
気
づ
い
て
い
く
と
い

う
方
法
で
す
。
こ
ち
ら
は
、
仏
典
の
中
で
は
最
初
に
登
場
し
て
く
る
観
察
で
あ
り
ま
し
て
、「
サ
テ
ィ
パ
ッ
タ
ー
ナsat

4ipatthāana

」、

通
称
「
念
処
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
翻
訳
と
し
て
は
、「
念
を
置
く
」「
注
意
を
振
り
向
け
る
」「
気
づ
く
」
な
ど
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
典
型
は
、『
マ
ハ
ー
サ
テ
ィ
パ
ッ
タ
ー
ナ
・
ス
ッ
タ
』
の
中
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
少
し
読
ん
で
み
ま
す
と
、「
比
丘
た
ち
よ
、
こ

の
道
は
も
ろ
も
ろ
の
生
け
る
も
の
が
清
ま
り
、
憂
い
と
悲
し
み
を
乗
り
越
え
、
苦
し
み
と
憂
い
が
消
え
、
正
理
を
得
、
涅
槃
を
目
の
当
た

り
に
み
る
た
め
の
一
道
で
す
」
と
、
冒
頭
部
分
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
憂
い
と
悲
し
み
を
乗
り
越
え
、
苦
し
み
と
憂
い
が
消
え
る
道
だ
」

と
。「
た
だ
、
こ
の
方
法
し
か
あ
り
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
の
で
、「
一
道
で
す
」
と
い
う
よ
う
に
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
「
す
な
わ
ち
そ
れ
は
四
念
処
で
す
。
四
つ
と
は
何
か
。
こ
こ
に
比
丘
は
、
身
に
於
い
て
身
を
観
つ
づ
け
、
熱
心
に
、
正
知
を
そ
な
え
、

念
を
そ
な
え
、
世
界
に
お
け
る
貪
欲
と
憂
い
を
除
い
て
住
み
ま
す
。」

　

重
要
な
部
分
は
、「
正
知
を
そ
な
え
、
念
を
そ
な
え
」
で
す
。
片
方
がsam

pajāño

と
い
う
言
葉
で
、
も
う
一
つ
がsatim

ā

と
い
う
言

葉
で
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
教
典
の
中
で
四
つ
の
も
の
を
挙
げ
る
と
き
に
全
部
出
て
ま
い
り
ま
す
。
受
を
観
続
け
る
と
き

に
正
知
を
そ
な
え
念
を
そ
な
え
、
そ
れ
か
ら
、
心
の
働
き
を
見
つ
め
る
と
き
に
も
正
知
を
そ
な
え
念
を
そ
な
え
、
そ
し
て
、
法
を
観
続
け

る
と
き
に
も
正
知
を
そ
な
え
念
を
そ
な
え
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
正
知
」
と
言
っ
て
い
る
も
の
と
、「
念
」
と
言
っ
て
い
る
も
の

が
ど
の
よ
う
な
働
き
な
の
か
と
い
う
の
が
、
と
て
も
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

　

実
際
に
こ
の
教
典
の
中
に
出
て
く
る
記
述
で
は
、
や
が
て
「
知
る
」
と
い
う
単
語
の
方
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
例
え

ば
、
森
に
行
き
、
空
屋
に
行
っ
て
、
足
を
組
ん
で
座
っ
て
呼
吸
を
観
察
す
る
時
に
も
、「
知
る
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
ま
す
。
短
く
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呼
吸
す
る
と
き
も
、
そ
の
よ
う
で
す
し
、
あ
る
い
は
、「
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
私
は
、
行
っ
て
い
る
と
知
り
ま
す
」。
あ
る
い
は
、「
立

っ
て
い
る
と
き
は
、
立
っ
て
い
る
と
知
り
ま
す
」、「
座
っ
て
い
る
と
き
は
、
座
っ
て
い
る
と
知
り
ま
す
」。
こ
の
よ
う
に
「
知
り
ま
す
」

と
い
う
言
葉
が
、
そ
の
後
に
な
り
ま
す
と
、
ず
っ
と
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
「
行
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、「
歩
い
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
歩
い
て
い
る
と
き
に
は
歩
い
て
い
る
と
知
り
ま
す
。
こ
の
「
歩

い
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
日
常
生
活
で
す
と
、
私
た
ち
は
、
歩
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
心

を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
て
い
く
と
き
、
強
制
的
に
結
び
つ
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
の
で
、
あ
る
心
理
学
の
若
手
の
方
が
、

「
こ
れ
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
体
育
会
系
的
な
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
で
す
ね
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
さ
れ
ま
し
た
。
実
際
に
意
図

的
に
心
を
結
び
つ
け
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
時
の
歩
き
方
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
足
を
上
げ
て
下
ろ
し
て
い
く
、
足
を
上
げ
て
下
ろ
す
と
い
う
こ
と
を
気
づ
い
て
い
き
ま
す
。

そ
の
気
づ
き
方
の
時
に
、
例
え
ば
、
現
在
の
上
座
系
の
仏
教
に
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
で
、
お
釈
迦
さ
ん
時
代
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
の
か
と

い
う
の
は
、
分
か
り
か
ね
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
が
、
足
を
上
げ
る
と
き
に
、
足
を
上
げ
て
、
そ
こ
で
少
し
小
休
止
を
取
っ
て
、
そ
れ

か
ら
足
を
下
ろ
し
ま
す
。
同
じ
よ
う
に
、
足
を
上
げ
て
小
休
止
を
取
っ
て
、
そ
れ
か
ら
下
ろ
し
ま
す
。
こ
の
歩
き
方
を
す
る
の
で
す
が
、

実
際
に
そ
の
自
分
の
動
き
を
気
づ
き
な
が
ら
、
言
葉
で
確
認
を
し
て
歩
い
て
い
き
ま
す
。
で
す
の
で
、
心
の
中
で
実
際
の
動
き
を
気
づ
き

な
が
ら
、
上
げ
て
、
そ
し
て
、
下
ろ
す
。
同
じ
よ
う
に
、
上
げ
て
、
小
休
止
を
入
れ
て
、
下
ろ
す
、
と
い
う
感
じ
で
歩
い
て
い
き
ま
す
。

　

こ
れ
、
六
段
階
ぐ
ら
い
に
、
今
の
上
座
系
の
人
た
ち
は
分
け
て
い
ま
す
。
全
部
の
方
が
分
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
マ
ハ
シ
ー
と

い
う
方
が
、
ど
う
も
始
め
た
工
夫
の
よ
う
な
の
で
す
が
、
最
終
的
に
は
六
段
階
ぐ
ら
い
に
分
け
て
い
ま
す
。
か
か
と
が
持
ち
上
が
り
、
全

体
が
上
が
り
、
か
か
と
が
浮
く
と
こ
ろ
で
小
休
止
、
全
体
が
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
小
休
止
、
前
に
出
し
て
小
休
止
、
半
分
下
ろ
し
て
小
休

止
、
つ
ま
先
着
け
て
小
休
止
、
そ
し
て
、
下
ろ
す
。
こ
れ
を
全
部
、
言
葉
を
使
っ
て
確
認
し
な
が
ら
、
気
づ
き
な
が
ら
、
確
認
し
な
が
ら

で
す
。
で
す
か
ら
、「
上
げ
て
、
持
ち
上
げ
て
」、
か
か
と
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
の
で
す
か
ね
、「
か
か
と
を
持
ち
上
げ
て
、
出
し
て
、
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下
げ
て
、
つ
ま
先
下
ろ
す
」
と
、
自
分
の
動
き
を
確
認
し
な
が
ら
、
言
葉
で
も
つ
か
ま
え
て
歩
い
て
い
く
。

　

恐
ら
く
、
こ
の
よ
う
に
実
際
の
自
分
の
動
き
を
気
づ
い
て
、
言
葉
で
確
認
し
て
歩
い
て
い
く
と
い
う
の
が
、「
正
知
を
そ
な
え
、
念
を

そ
な
え
」
の
解
釈
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

大
念
処
経
で
は
、
あ
と
も
、「
正
知
を
も
っ
て
行
動
し
ま
す
。」「
真
っ
直
ぐ
見
る
に
も
、
あ
ち
こ
ち
見
る
に
も
、
正
知
を
も
っ
て
行
動

し
ま
す
。
曲
げ
る
に
も
、
伸
ば
す
に
も
、
正
知
を
も
っ
て
行
動
し
ま
す
」。
つ
ま
り
、
朝
起
き
て
か
ら
眠
る
ま
で
全
部
、
観
察
の
対
象
に

な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
大
事
な
の
は
、
言
葉
で
気
づ
く
こ
と
で
は
な
く
て
、
実
際
に
そ
れ
を
正
知
で
気
づ
く
こ
と
で
す
。
た
だ
、
正
知
と
い
う
と
、
今

の
私
た
ち
は
、
普
段
、
言
葉
を
使
っ
て
生
活
し
て
い
ま
す
か
ら
、「
知
る
」
と
い
う
と
、
ど
う
し
て
も
言
葉
が
入
っ
て
知
る
こ
と
の
よ
う

に
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
こ
の
文
脈
の
中
で
は
、「
正
知
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、「
言
葉
を
使
わ
な
い
で
対
象
を
き
ち
ん
と
つ
か
ま
え

て
い
る
働
き
」
で
す
。
こ
こ
が
、
な
か
な
か
に
理
解
が
し
に
く
い
と
こ
ろ
で
す
。
言
葉
で
は
つ
か
ま
え
て
い
な
い
働
き
を
言
葉
で
表
現
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
最
初
は
気
づ
き
に
く
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
「
大
小
便
を
す
る
に
も
、
正
知
を
も
っ
て
行
動
し
ま
す
。
行
く
に
も
、
立
つ
に
も
、
坐
る
に
も
、
眠
る
に
も
、
目
覚
め
る
に
も
、
語
る

に
も
、
黙
す
る
に
も
、
正
知
を
も
っ
て
行
動
し
ま
す
」。
こ
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
全
部
気
づ
い
て
い
く
、
と
い
う
や
り
方
を
し

て
い
ま
す
。

　

実
際
に
や
り
や
す
い
と
こ
ろ
は
、
坐
っ
て
呼
吸
を
観
察
す
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
、
よ
く
使
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
実
際
に

「
知
る
」
と
い
う
と
き
に
使
っ
て
い
る
単
語
、「
パ
ジ
ャ
ー
ナ
ー
テ
ィ
」
と
い
う
単
語
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
要
注
意
で
す
。「jñā

ジ
ュ

ニ
ャ
ー
」
と
い
う
単
語
は
、
瞑
想
に
関
連
し
て
使
わ
れ
る
特
殊
な
言
葉
で
は
な
い
か
と
い
う
研
究
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
時
に
名
詞
形
に

な
っ
て
「
パ
ン
ニ
ャ
ー
」
と
か
「
プ
ラ
ジ
ュ
ナ
ー
」
と
な
り
、「
知
恵
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
ま
す

と
、「
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
」
と
い
う
言
葉
は
、
修
行
の
中
で
は
、
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
気
を
つ
け
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な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

苦
し
み
の
原
因

　
『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』
の
中
に
、
と
て
も
興
味
深
い
記
述
が
出
て
き
ま
す
。「
お
よ
そ
苦
し
み
が
生
ず
る
の
は
、
す
べ
て
識
別
作
用
に

よ
っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る
。
識
別
作
用
が
消
滅
す
る
な
ら
ば
、
も
は
や
苦
し
み
が
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
苦
し
み
は
識

別
作
用
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る
、
と
こ
の
禍
い
を
知
っ
て
識
別
作
用
を
静
ま
ら
せ
た
な
ら
ば
、
修
行
者
は
快
を
む
さ
ぼ
る
こ
と
な
く

安
ら
ぎ
に
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
、
こ
の
よ
う
に
出
て
き
ま
す
。『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』
は
、
お
釈
迦
さ
ん
の
時
代
に
ま
で
遡
っ

て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
教
典
で
す
（
最
近
は
異
な
っ
た
見
解
が
馬
場
紀
寿
先
生
か
ら
提
示
さ
れ
ま
し
た
）。
そ
の
教
典
の
中
に
、

「
私
た
ち
の
悩
み
苦
し
み
が
生
じ
る
の
は
全
て
識
別
作
用
、
私
た
ち
が
世
界
を
認
識
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
釈
迦
さ
ん
自
身
に
、
対
象
を
、
言
葉
を
使
わ
な
い
で
、
い
わ
ゆ
る
分
別
の
働
き
だ

け
で
つ
か
ま
え
て
、
か
つ
、
そ
の
分
別
す
ら
も
な
く
な
っ
て
い
る
無
分
別
の
境
地
の
よ
う
な
も
の
を
、
恐
ら
く
体
験
し
て
い
こ
う
と
し
て

い
た
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
一
つ
一
つ
を
き
ち
ん
と
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、「
正
知
」
と
い

う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。「
知
る
」
と
い
う
字
と
「
念
」
と
い
う
字
を
、
私
た
ち
は
あ
ま
り
意
識
し
な
い
で
使
っ

て
し
ま
い
ま
す
が
、
心
の
観
察
に
関
す
る
経
論
の
中
で
は
、「
知
」
と
い
う
単
語
と
「
念
」
と
い
う
単
語
は
、
気
を
つ
け
て
見
て
い
か
な

け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
「
サ
ン
パ
ジ
ャ
ン
ニ
ャ
」
と
い
う
言
葉
は
、
禅
定
と
関
連
し
て
使
わ
れ
る
、
少
し
特
殊
な
言
葉
で
あ
り
、
対
象
を
、
言
葉
を
使
わ
な
い

で
認
識
し
て
い
る
時
の
働
き
が
、
こ
の
「
知
」
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
随
分
大
き
な
問
題
点
を
含
ん

で
い
ま
し
て
、
西
洋
世
界
で
は
、「
私
た
ち
が
世
界
を
捉
え
る
と
き
に
は
、
必
ず
言
葉
が
、
も
う
入
っ
て
い
る
」
と
捉
え
て
い
ま
す
。
と
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こ
ろ
が
、
仏
教
者
た
ち
は
、「
言
葉
が
入
る
前
に
世
界
を
捉
え
て
い
る
段
階
が
あ
る
」
と
主
張
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
す
の
で
、
そ
の
見
方
は
分
か
る
の
で
す
が
、
本
当
に
そ
う
な
の
か
。
先
ほ
ど
の
田
中
先
生
の
言
葉
を
借
り
る
と
、「
エ
ビ
デ
ン
ス
・

ベ
ー
ス
ト
で
、
し
っ
か
り
そ
れ
が
証
明
で
き
る
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
仏
教
者
た
ち
は
、「
そ
の

分
別
の
段
階
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
言
語
が
入
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
世
界
を
ち
ゃ
ん
と
捉
え
て
い
る
」
と
主
張
し
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
机
の
上
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
あ
れ
ば
、
見
た
瞬
間
に
、
机
と
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
が
別
物
で
あ
る
と

い
う
区
別
、
分
け
隔
て
を
す
る
判
断
が
起
き
て
い
ま
す
。
そ
の
働
き
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

観
察
の
効
能
と
し
て
は
、
い
つ
も
一
つ
一
つ
の
も
の
を
気
づ
い
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
か
ら
、
私
た
ち
の
心
の
反
応
が
、
そ
こ
で
止

ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
幼
少
の
時
か
ら
身
に
つ
い
た
、
な
じ
み
の
反
応
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ク
ド
く
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
ち
な
み
に
、
こ
の
「
気
づ
く
」
と
言
う
と
き
に
、
念
に
よ
っ
て
気
づ
い
て
い
る
の
か
、

あ
る
い
は
知
に
よ
っ
て
気
づ
い
て
い
る
の
か
。
す
な
わ
ち
言
葉
が
介
在
し
て
い
る
の
か
介
在
し
て
い
な
い
の
か
と
い
う
両
方
が
あ
る
と
思

う
の
で
す
が
、
そ
の
い
ず
れ
で
気
づ
い
て
も
、
そ
の
先
の
反
応
に
は
行
き
に
く
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。

心
の
回
路

　

現
在
の
心
理
学
の
先
生
方
は
、「
心
に
回
路
が
で
き
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
練
習
を
し
て
い
く

と
、
次
第
に
心
に
回
路
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、
も
の
を
認
識
し
て
も
、
そ
の
先
に
進
ま
な
く
な
っ
て
い
く
」
と
い
う
こ
と
を
言

っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
一
番
分
か
り
や
す
い
例
は
、
道
を
歩
い
て
い
て
、
向
こ
う
か
ら
や
っ
て
き
た
人
と
肩
と
肩
が
、
ぶ
つ
か
っ
て
し

ま
っ
た
。
よ
く
使
う
例
な
の
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
私
た
ち
は
、
最
初
に
何
を
感
じ
る
か
と
い
う
と
、
本
当
は
痛
み
を
感
じ
る
は
ず
な

の
で
す
が
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
、
す
ぐ
に
怒
り
に
行
っ
て
し
ま
う
人
が
い
ま
す
。
痛
み
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、「
ど
こ
見
て
歩
い

て
い
る
の
よ
」
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
、
怒
り
の
気
持
ち
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
い
う
パ
タ
ー
ン
、
よ
く
あ
り
ま
す
ね
。
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と
こ
ろ
が
、
心
に
回
路
が
で
き
て
、
今
の
一
瞬
一
瞬
を
き
ち
ん
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
肩
と
肩
が
ぶ
つ
か

っ
た
と
き
に
は
、「
痛
い
」
で
止
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た
ら
、
そ
の
後
は
、
し
っ
か
り
対
応
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
す

ね
。
怒
り
に
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
結
局
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
は
改
善
さ
れ
て
い
く
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
、
実
際
に
観
察
の
仕
方
を
教
わ
っ
た
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
お
坊
さ
ん
が
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
方
と
一
緒
に
韓
国
に
調
査
旅
行
を

し
た
と
き
に
、
空
港
で
急
い
で
い
る
方
が
居
ま
し
た
。
そ
の
方
は
、
カ
ー
ト
を
結
構
、
速
く
押
し
て
き
て
、
そ
の
カ
ー
ト
が
お
坊
さ
ん
の

足
に
当
た
っ
て
し
ま
っ
て
、
お
坊
さ
ん
が
親
指
の
爪
を
は
が
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
故
が
一
回
あ
り
ま
し
た
。
普
通
で
し
た
ら
、
も
う
大

変
に
痛
い
と
思
う
の
で
す
。
怒
っ
て
し
ま
う
人
も
中
に
は
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
お
坊
さ
ん
、
な
か
な
か
偉
い
な
と
思
い
ま
し
た
の

は
、
最
初
だ
け
は
、
少
し
「
わ
っ
」
と
い
う
感
じ
で
声
を
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
は
、
ほ
と
ん
ど
「
痛
い
」
と
も
何
も
言
わ
ず
に
、
そ

の
ぶ
つ
け
ら
れ
た
人
に
、「
ち
ょ
っ
と
病
院
に
行
き
ま
す
か
ら
、
一
緒
に
つ
い
て
き
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
言
わ
れ
て
、

淡
々
と
対
応
し
て
い
ま
し
た
。

　

後
で
、「
あ
の
時
痛
か
っ
た
と
思
う
け
ど
、
ど
う
し
て
い
た
の
？
」
と
聞
い
た
ら
、「
痛
み
を
、
ず
っ
と
観
察
し
て
ま
し
た
」
と
。「
自

分
の
痛
み
に
注
意
を
振
り
向
け
て
、
で
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
痛
み
に
支
配
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ず
っ
と
観
察
し
続
け
て
、
そ
し
て
、

そ
の
場
を
過
ご
し
て
い
ま
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
彼
の
場
合
に
は
、
も
う
完
全
に
心
に
回
路
が

で
き
て
い
て
、
日
常
の
生
活
の
中
で
何
か
起
き
て
も
、
突
発
的
に
何
か
が
起
き
て
も
、
次
か
ら
次
へ
と
心
が
動
い
て
い
く
こ
と
が
起
き
な

く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
実
感
い
た
し
ま
し
た
。

言
語
機
能
と
分
別
機
能

　

こ
れ
は
先
ほ
ど
の
と
こ
ろ
で
す
が
、「
言
語
機
能
」
と
「
分
別
機
能
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ん
は
、
既

に
意
識
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
分
別
機
能
と
言
語
機
能
と
を
分
離
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
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思
い
ま
す
。

　

で
は
、
私
た
ち
の
日
常
の
世
界
の
認
識
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
、
次
に
絵
で
表
現
し
た

い
と
思
い
ま
す
。（
資
料
⑤
・
⑥
）
先
ほ
ど
の
手
書
き
と
違
っ
て
、
こ
ち
ら
の
方
が
き
れ
い
で
す
が
、
リ
ン
ゴ
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま

す
。
大
き
な
リ
ン
ゴ
で
す
。
こ
の
リ
ン
ゴ
を
見
て
、
と
い
う
の
は
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
ま
す
。
光
刺
激
が
目
の
中
に
入
っ
て
き
て
、
私

た
ち
の
脳
の
中
に
リ
ン
ゴ
の
イ
メ
ー
ジ
が
出
来
上
が
り
ま
す
。
こ
の
リ
ン
ゴ
の
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
、
幾
つ
も
の
働
き
を
、

き
っ
と
起
こ
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
働
き
を
大
き
く
三
つ
ぐ
ら
い
に
分
け
て
考
え
る
と
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　

一
番
下
の
緑
色
の
働
き
は
、
ぼ
ー
っ
と
捉
え
て
い
る
働
き
で
す
。
つ
ま
り
、
区
別
立
て
も
な
く
全
体
が
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ

で
捉
え
て
い
る
瞬
間
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
真
ん
中
の
赤
、
こ
れ
は
分
別
の
機
能
の
つ
も
り
で
す
。
つ
ま
り
、
他
と
区
別

立
て
し
て
、
リ
ン
ゴ
が
、
世
界
の
中
で
、
は
っ
き
り
と
区
別
立
て
さ
れ
て
、
輪
郭
を
持
っ
て
き
ち
ん
と
現
れ
て
い
る
段
階
で
す
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
分
別
の
働
き
が
あ
っ
て
、
最
後
の
白
は
、
リ
ン
ゴ
と
い
う
名
言
で
す
の
で
、
言
語
が
働
い
て
い
る
状
態
で
す
。

　

で
は
、
観
と
い
う
観
察
に
よ
っ
て
生
じ
る
状
態
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
私
た
ち
の
普
通
の
働
き
で
す
と
、
三
つ
の
機
能
に
分

け
ら
れ
る
も
の
が
、
ほ
ぼ
同
時
に
起
き
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
上
の
方
か
ら
少
し
ず
つ
、
な
く
な
っ
て
い
く
の
だ
と
思
い

ま
す
。
最
終
的
に
は
、
ぼ
ー
っ
と
捉
え
て
い
る
働
き
だ
け
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。
恐
ら
く
、
こ
の
状
態
が
、
仏
典
の
中
に
よ
く
出
て

く
る
「
無
分
別
」
の
状
態
で
、
世
界
が
一
つ
に
、
つ
な
が
っ
て
見
え
る
よ
う
な
状
態
だ
と
思
い
ま
す
。
色
と
形
だ
け
は
あ
る
が
、
つ
な
が

っ
て
い
て
、
例
え
ば
、
そ
こ
に
私
が
手
を
挙
げ
て
、
背
景
と
自
分
の
手
が
一
緒
に
見
え
た
ら
、
世
界
と
私
が
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
よ
う
な
状
態
。
そ
の
よ
う
な
状
態
が
、
恐
ら
く
あ
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
考
え
方
で
よ
い
の
か
ど
う
か
は
、
こ
れ
も

エ
ビ
デ
ン
ス
が
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
仏
典
の
中
の
記
述
等
か
ら
考
え
て
い
く
と
、
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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そ
の
よ
う
な
認
識
に
至
っ
て
い
く
た
め
の
入
り
口
と
い
う
も
の
が
、「
名
色
の
分
離
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
認
識
を
捉
ま

え
て
い
る
心
と
捉
ま
え
ら
れ
て
い
る
対
象
に
分
け
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
最
初
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

実
際
に
、
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
名
と
色
に
分
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
と
、
一
番
分
か
り
や
す
い
の
は
呼
吸
の
観
察
だ

と
思
い
ま
す
。
呼
吸
の
観
察
の
時
に
は
、
鼻
の
頭
の
と
こ
ろ
に
気
持
ち
を
持
っ
て
い
く
と
、
空
気
の
入
っ
て
く
る
の
が
分
か
り
ま
す
。
そ

の
空
気
の
入
っ
て
く
る
の
を
観
察
し
て
い
る
と
、
突
然
に
、
空
気
の
流
れ
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
て
、「
あ
、
こ
れ
が
、
何
か
、
捉
ま
え

ら
れ
て
い
る
対
象
な
ん
だ
な
、
そ
れ
に
対
し
て
ラ
ベ
ル
を
貼
る
よ
う
に
私
の
心
の
方
が
、
そ
れ
を
「
入
る
」
と
い
う
よ
う
に
つ
か
ま
え
て

い
る
の
だ
な
」、
こ
の
よ
う
に
思
え
る
瞬
間
が
や
っ
て
き
ま
す
。
こ
れ
が
「
名
色
の
分
離
の
知
恵
だ
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
呼
吸
の
観
察

か
ら
が
、
入
り
や
す
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
「
名
色
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
世
界
と
い
う
も
の
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
と
、
自
然

に
そ
こ
に
執
着
し
な
い
こ
と
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
名
色
の
存
在
そ
の
も
の
は
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
ん

で
す
。
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
に
こ
だ
わ
ら
な
く
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
無
分
別
じ
ゃ
な
く
て
も
、
つ
ま
り
名
色
に
こ

だ
わ
ら
な
い
と
い
う
生
き
方
が
で
き
れ
ば
、
問
題
は
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
て
、
苦
悩
に
追
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
く
と
言
っ
て

良
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

認
識
の
分
割
か
認
識
の
多
極
化
か

　

こ
の
名
色
が
、
も
う
少
し
細
か
く
分
け
ら
れ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
「
色
・
受
・
想
・
行
・
識
」
の
五
蘊
の
把
握
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
し
て
五
蘊
の
把
握
が
で
き
た
後
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
無
分
別
の
状
態
へ
入
っ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
が
面
白
い
と
こ
ろ
だ

と
思
う
の
で
す
が
、
感
じ
取
る
よ
う
に
、
言
葉
を
使
わ
な
い
で
、
対
象
を
ず
っ
と
気
づ
き
続
け
て
い
く
。
そ
の
作
業
を
ず
っ
と
し
て
い
る

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
注
意
を
振
り
向
け
る
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
つ
か
ま
え
ら
れ
る
対
象
を
複
数
の
も
の
に
し
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て
い
き
ま
す
と
、
あ
る
段
階
で
心
の
認
識
で
き
る
容
量
を
超
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
の
時
に
何
が
起
き
る
か
と
い
う
と
、
私
た
ち
の
心
は
（
た
く
さ
ん
の
も
の
を
短
い
時
間
の
間
に
、
気
づ
こ
う
と
し
て
い
く
と
）、
あ

る
段
階
で
容
量
オ
ー
バ
ー
に
な
っ
て
、
こ
れ
以
上
や
っ
て
い
る
と
命
に
か
か
わ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
何
ら
か
の
生
体
の
防
御
反
応

の
よ
う
な
も
の
が
働
い
て
、
そ
の
認
識
の
機
能
を
自
動
的
に
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
起
き
る
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
現
代

の
心
理
学
の
方
で
、
そ
う
い
う
状
態
が
起
き
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
き
っ
か
け
に
な
る
認
識
が
多
数
起
き
て
い
る
こ
と
を
、「
認

識
の
分
割
」
と
い
う
名
前
で
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
の
認
識
の
分
割
が
起
き
る
と
、
つ
か
ま
え
て
い
る
こ
と
自
体
が
、
つ
ま
り
気
づ
い
て
い
る
こ
と
自
体
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

私
は
、
こ
の
「
分
割
」
と
い
う
言
葉
よ
り
も
、
た
く
さ
ん
の
も
の
を
気
づ
い
て
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、「
認
識
の
多
極
化
」
と
呼

ん
だ
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
は
い
る
の
で
す
が
、
心
理
学
の
方
で
は
「
認
識
の
分
割
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

　

た
く
さ
ん
の
も
の
を
気
づ
き
続
け
て
い
る
と
、
あ
る
段
階
で
、
心
の
気
づ
き
の
働
き
自
体
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
状
態
が
、
し

ば
ら
く
の
間
で
す
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
状
態
が
い
わ
ゆ
る
「
無
分
別
の
状
態
」
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、「
止
」
と
「
観
」
の
相
違
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
点
か
ら
考
え
て
も
大
き
く
違
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。「
止
の
観
察
」
は
、

心
の
働
き
が
静
ま
る
方
向
へ
向
け
た
も
の
で
す
。
こ
の
時
の
観
察
の
対
象
は
、
常
に
一
つ
で
す
。
他
の
働
き
が
起
き
た
ら
、
そ
れ
に
気
づ

い
て
、
ま
た
も
と
の
対
象
に
戻
り
ま
す
。

　

分
か
り
や
す
い
も
の
は
、
呼
吸
の
観
察
で
す
の
で
、
こ
れ
を
例
に
話
し
ま
す
と
、「
入
る
、
出
る
、
を
つ
か
ま
え
て
く
だ
さ
い
、
気
づ

い
て
く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
し
て
、
皆
さ
ん
に
し
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
最
初
は
、
必
ず
「
入
る
、
出
る
」
と
呼
吸
を
見
よ
う
と
す
る
の

で
す
が
、
い
つ
の
間
に
か
別
の
考
え
方
が
生
じ
て
き
て
、
何
か
考
え
事
を
し
て
し
ま
っ
た
り
と
か
、
あ
る
い
は
音
が
聞
こ
え
て
く
る
と
音

の
方
に
気
が
取
ら
れ
て
、
音
を
聞
い
て
し
ま
っ
た
り
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
、
ま
た
一
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つ
の
対
象
に
戻
っ
て
き
て
、
呼
吸
の
「
入
る
、
出
る
」
を
気
づ
い
て
い
く
よ
う
に
し
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
い
き
ま
す
と
、「
回
路
が
で
き
て
く
る
」
と
い
う
感
じ
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
、
心
の
働
き
が
静
ま
る
方
向
に
、
ど
ん

ど
ん
進
ん
で
い
き
ま
す
。
そ
う
し
て
、
禅
那
と
言
わ
れ
る
状
態
に
入
っ
て
い
っ
て
、
最
終
的
に
は
、
空
無
辺
処
か
ら
識
無
辺
処
、
そ
し
て
、

無
所
有
処
か
ら
非
想
非
非
想
処
。
最
終
的
に
は
、
何
も
の
も
心
の
中
に
生
じ
て
こ
な
い
と
い
う
究
極
の
静
ま
っ
た
状
態
、
こ
れ
は
「
滅
尽

定
」
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
ち
ら
の
方
向
に
行
き
ま
す
。

　

一
方
の
「
観
」
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
の
心
の
働
き
も
含
め
た
行
動
の
す
べ
て
と
い
い
ま
す
か
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
、
ど
ん
ど
ん
気

づ
い
て
い
く
方
向
に
数
を
増
や
し
て
い
き
ま
す
。
具
体
的
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
例
え
ば
先
ほ
ど
の
「
入
る
、

出
る
」
の
息
の
と
こ
ろ
で
す
。
皆
さ
ん
は
今
、
入
る
息
、
出
る
息
、
観
察
で
き
る
と
思
う
の
で
す
が
、
入
る
と
き
に
は
「
入
る
」
と
気
づ

い
て
、
出
て
行
く
と
き
に
「
出
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
皆
さ
ん
座
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
ら
、
お
尻
の
感
覚
分
か
り
ま
す
よ
ね
、
こ
の

感
覚
も
一
緒
に
気
づ
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
入
る
、
出
る
、
触
れ
て
い
る
、
入
る
、
出
る
、
触
れ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
気

づ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

少
し
慣
れ
て
き
た
ら
、
今
度
は
、「
入
る
、
出
る
、
触
れ
て
い
る
」、
空
調
の
音
が
聞
こ
え
ま
す
か
ら
、「
聞
い
て
い
る
」
で
す
ね
。
こ

れ
も
気
づ
き
の
対
象
に
し
て
い
き
ま
す
。
あ
と
、
ど
こ
か
痛
み
が
あ
っ
た
ら
、
そ
の
痛
ん
で
い
る
と
こ
ろ
も
気
づ
き
の
対
象
で
す
。
こ
の

よ
う
に
、
今
、
私
の
身
体
が
感
じ
て
い
る
も
の
を
全
部
、
気
づ
き
の
対
象
に
し
て
い
く
と
い
う
や
り
方
を
し
て
い
き
ま
す
と
、
こ
れ
は

「
観
」
の
方
に
入
り
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
歩
く
瞑
想
も
、「
観
」
の
瞑
想
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、「
上
げ
る
、
下
ろ
す
」
で
す
が
、
下
ろ
し
た
時
に
、
カ

ー
ペ
ッ
ト
と
自
分
の
足
の
触
れ
て
い
る
感
覚
が
分
か
り
ま
す
の
で
、
こ
の
触
れ
て
い
る
感
覚
も
気
づ
き
の
対
象
に
し
ま
す
。
同
じ
よ
う
に

足
を
上
げ
て
下
ろ
し
た
と
き
に
触
れ
る
感
覚
も
、
気
づ
き
の
対
象
に
し
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
気
づ
き
の
対
象
を
複
数
の
も
の
に
し
て
、
ど
ん
ど
ん
増
や
し
て
い
く
と
、
短
い
時
間
の
間
に
、
幾
つ
も
の
も
の
を
気
づ
く
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こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
あ
る
段
階
で
容
量
オ
ー
バ
ー
に
な
り
無
分
別
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と

い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
な
か
な
か
、
そ
こ
ま
で
行
く
の
は
大
変
な
の
で
す
が
、
理
論
的
に
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い

ま
す
。観

察
の
効
能

　

気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
可
能
に
な
る
か
と
い
う
と
、
ど
ち
ら
も
心
が
生
じ
さ
せ
る
次
か
ら
次
へ
と
続
く
働
き
、「
戯
論
」
を
起
こ

さ
せ
な
い
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
私
た
ち
の
心
に
新
し
い
回
路
が
で
き
て
、
次
の
働
き
を
、
な
る
べ
く
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
変
わ

っ
て
い
く
。
あ
る
い
は
、
そ
こ
の
場
所
で
止
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

　

こ
の
効
能
み
た
い
な
も
の
を
経
典
の
中
に
見
て
み
ま
す
と
、『
カ
ー
ヤ
ガ
ダ
ー
サ
テ
ィ
・
ス
ッ
タ
』、「
身
体
に
向
け
た
注
意
」
と
い
う

名
前
で
訳
さ
れ
て
い
る
経
典
が
あ
る
の
で
す
が
、「
好
き
嫌
い
を
克
服
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と
出
て
き
ま
す
。「
彼
は
、
嫌
悪
感
を
も
ろ

と
も
せ
ず
、
生
じ
て
く
る
嫌
悪
感
を
打
ち
負
か
し
続
け
る
」。
な
か
な
か
、「
な
く
な
る
」
と
は
言
っ
て
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、「
そ
れ

に
支
配
さ
れ
る
こ
と
は
、
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
よ
、
流
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
よ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

三
番
め
で
す
け
ど
も
、「
不
快
な
死
に
そ
う
な
感
覚
を
、
こ
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
。
そ
の
前
に
、
あ
り
ま
す
ね
、「
辛
辣
や
不

愉
快
な
発
言
に
耐
え
、
不
快
な
死
に
そ
う
な
感
覚
を
こ
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
。
私
た
ち
が
観
察
を
し
て
い
く
と
、
そ
う
い
う
よ

う
な
も
の
に
対
し
て
、
流
せ
る
よ
う
に
、
こ
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
よ
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
こ
の
中
に
登
場
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
六
神
通
と
言
わ
れ
る
も
の
が
必
ず
生
じ
て
き
ま
す
よ
」
と
い
う
こ
と

を
述
べ
て
い
ま
す
。「
不
思
議
な
こ
と
が
、
心
の
集
中
と
い
う
の
が
進
ん
で
く
る
と
起
き
る
」
と
い
う
こ
と
も
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
こ
れ
に
こ
だ
わ
り
ま
す
と
、
少
し
危
な
い
方
向
に
行
っ
て
、
オ
ウ
ム
真
理
教
み
た
い
な
方
向
に
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す

の
で
、「
こ
れ
も
、
誰
も
が
起
こ
す
自
然
な
働
き
な
ん
だ
」
と
捉
え
て
、
そ
れ
に
執
着
し
な
い
で
進
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
事
に
な
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っ
て
き
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
は
、
複
数
の
も
の
を
見
つ
め
、
気
づ
い
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
刺
激
を
受
け
て
も
突
発
的
な
情
動
を
起
こ
さ
な
く
な
る
。

苦
悩
や
執
着
か
ら
離
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
、「
細
か
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
慈
悲
の
心
が
自
然
と
生
ま

れ
て
く
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
観
察
の
対
象
が
、
最
初
は
、
自
分
の
身
体
だ
け
、
自
分
の
体
に
起
き
て
い

る
動
き
や
ら
、
思
い
や
ら
、
感
覚
や
ら
を
見
て
い
き
ま
す
け
ど
、
他
者
の
動
き
も
観
察
の
対
象
に
さ
れ
ま
す
。
他
人
の
動
き
も
、
き
ち
ん

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
い
く
と
、
慈
悲
の
心
が
、「
私
と
同
じ
人
間
な
ん
だ
な
」
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
自

然
と
生
じ
て
く
る
、
と
い
う
よ
う
に
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
は
、
と
て
も
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
、
初
期
の
仏
教
の
中
か
ら
、
や
は
り

他
者
性
と
い
う
も
の
は
、
本
当
は
、
し
っ
か
り
入
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

少
々
脇
道
に
そ
れ
ま
す
が
、「『
止
』
の
役
割
は
、
そ
れ
で
は
一
体
何
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
で
す
。
そ
れ
は
、
や
は
り
集
中
力
を

高
め
て
い
く
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
心
の
働
き
を
静
め
て
、
な
お
か
つ
、
集
中
力
を
高
め
て
い
く
と
い
う
効
果
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
最
近
の
研
究
か
ら
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
東
大
で
今
年
の
春
に
出
さ
れ
た
学
位
論
文
の
中
に
出
て
き
た
研
究
成
果
で
す
。

パ
ー
リ
の
聖
典
の
中
に
七
聖
者
と
い
う
も
の
が
登
場
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
七
聖
者
の
中
で
一
番
優
れ
て
い
る
聖
者
が
、「
倶
分
解
脱
者
」

と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
内
容
な
の
か
を
、
幅
広
く
パ
ー
リ
の
聖

典
に
当
た
っ
て
明
ら
か
に
し
た
研
究
な
の
で
す
。
倶
分
解
脱
者
は
、
止
を
行
っ
て
、
心
の
働
き
を
静
め
る
こ
と
を
体
得
し
て
い
て
、
し
か

も
慧
解
脱
も
体
得
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
心
の
働
き
を
静
め
る
こ
と
も
、
か
つ
、
知
恵
が
生
じ
て
く
る
方
の
「
観
」
の
観
察
も
き
ち
ん
と

行
っ
て
い
る
、
お
そ
ら
く
「
無
分
別
」
の
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
両
方
を
体
現
し
て
い
る
人
が
最

高
の
修
行
者
だ
と
言
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
位
置
づ
け
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
大
事
か
と
言
い
ま
す
と
、
現
在
の
上
座
系
の
仏
教
、
特
に
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
者
た
ち
は
、「
止
」
の
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働
き
を
軽
視
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
最
初
か
ら
「
全
て
気
づ
い
て
い
き
な
さ
い
」
と
、「
観
」
ば
か
り
や
ら
せ
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で

す
が
、
パ
ー
リ
の
聖
典
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
伝
統
で
は
、「
止
と
観
と
双
方
共
に
大
事
な
も
の
で
す
よ
」
と
言
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
確
認

で
き
る
か
ら
で
す
。
そ
の
よ
う
な
点
で
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
観
察
の
対
象
の
中
に
は
言
葉
を
使
う
と
い
う
も
の
が
入
っ
て
い
ま
す
。
初
期
の
パ
ー
リ
語
で
書
か
れ
た
仏
典
の
中
に
は
、

「
仏
隨
念
の
修
習
」
と
か
「
死
念
の
修
習
」
と
か
と
い
う
の
が
出
て
参
り
ま
す
。
仏
隨
念
の
修
習
と
は
、
仏
の
十
号
を
心
の
中
に
思
い
浮

か
べ
て
い
く
も
の
で
す
。「
か
の
世
尊
は
阿
羅
漢
と
も
言
い
、
等
正
覺
と
も
言
い
、
世
尊
と
も
い
う
」
と
。
そ
の
よ
う
に
言
葉
を
繰
り
返

し
て
い
く
と
い
う
方
法
が
出
て
き
ま
す
。
音
声
に
出
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
の
で
す
が
、
音
声
が
な
く
て
も
言
葉
が
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

思
念
の
修
習
の
時
も
同
じ
で
あ
り
ま
し
て
、「
死
が
起
る
ら
ん
、
命
根
が
断
絶
す
る
な
ら
ん
」
あ
る
い
は
、「
死
、
死
」
と
い
う
よ
う
に
、

心
の
中
で
繰
り
返
し
修
習
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
心
の
働
き
を
静
め
て
い
く
や
り
方
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
を

使
っ
て
心
の
働
き
を
静
め
て
い
く
や
り
方
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
初
期
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
の
は
、「
知
恵
」
や
「
涅
槃
」
な
ど
、
良
い
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
番
一
般
的
な
も
の
と
し
て
、
仏
陀
の
十
個
の
称
号
が
使
わ

れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
や
が
て
仏
陀
の
名
前
を
そ
の
対
象
と
し
て
心
の
中
に
繰
り
返
し
て
い
く
、
あ
る
い
は
、
経
典
名
を
心
の
中
に
繰
り
返
し
て
い
く

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
す
ぐ
展
開
す
る
と
思
い
ま
す
。「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
か
、「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
、
気
づ
い

て
い
く
対
象
と
し
て
使
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
最
初
に
所
長
さ
ん
が
お
話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
日
臨
上
人
の
記
述
の
中

に
、「
お
題
目
を
聞
い
て
い
る
」
と
出
て
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
し
っ
か
り
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
観
察
の
仕
方
は
、
中
国
の
世
界
で
天
台
大
師
智ち

顗ぎ

に
よ
っ
て
、
非
常
に
細
か
く
、
あ
る
い
は
詳
細
に
、
言
及
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。「
聴
い
て
」
と
い
う
こ
と
は
、
天
台
の
小
止
観
の
中
に
も
登
場
い
た
し
ま
し
て
、「
声
を
聴
く
心
を
観
察
し
て
、
姿
か
た
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ち
を
見
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
記
述
が
出
て
き
ま
す
。「
そ
こ
か
ら
畢
竟
空
寂
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
」「
こ
れ
が
観
で
あ
る
」
と
い
う
よ

う
な
記
述
も
出
て
き
た
り
し
ま
す
。「
何
々
だ
」
と
い
う
も
の
が
、
判
断
了
別
の
働
き
で
し
ょ
う
か
ら
、
そ
れ
が
な
く
な
っ
て
い
る
観
察

は
、
正
知
の
状
態
、
あ
る
い
は
無
分
別
の
よ
う
な
状
態
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
観
察
の
対
象

　

そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
も
出
て
き
ま
し
た
「
止
観
の
五
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
巻
第
五
の
こ
と
で
、
こ
こ
が
「
正

修
止
観
章
」
で
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
で
す
。
日
蓮
聖
人
が
、
よ
く
天
台
講
で
『
摩
訶
止
観
』
の
講
義
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
時
に
使

わ
れ
て
い
た
の
は
、
こ
の
巻
の
五
が
多
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
止
観
の
中
で
、
そ
の
対
象
と
し
て
登
場
す
る
も
の
は
、
一
つ
に
は
「
陰
界
入
」、
二
つ
に
は
「
煩
悩
」、
三
に
は
「
病
び
ょ
う

患げ
ん

」
と
、
十

境
が
出
さ
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
「
陰
界
入
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
五
蘊
と
十
八
界
と
十
二
入
で
す
。「
五
蘊
」
と
は
、
先
ほ
ど
言
い

ま
し
た
「
色
、
受
、
想
、
行
、
識
」。「
十
八
界
」
は
、「
私
た
ち
の
感
覚
器
官
と
、
そ
の
対
象
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
意
識
で

す
。
こ
れ
ら
を
気
づ
き
な
さ
い
」
な
の
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
、『
摩
訶
止
観
』
の
中
で
は
、
私
た
ち
が
心
の
働
き
を
観
察
す
る
よ
う
に

な
る
と
、
心
の
扉
が
開
か
れ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
あ
る
い
は
、
日
常
の
認
識
の
流
れ
、
こ
れ
を
川
に
例
え
る
と
、
川
の
中
に
棒
切

れ
を
差
し
込
む
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
表
現
が
出
て
き
ま
す
。
流
れ
て
い
る
川
に
棒
切
れ
を
入
れ
ま
す
と
、
川
の
流
れ
が
少
し
せ
き
止
め

ら
れ
て
、
棒
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
水
が
盛
り
上
が
り
ま
す
ね
。
同
じ
よ
う
に
私
た
ち
の
心
と
い
う
も
の
も
、
観
察
を
始
め
る
と
心
の

働
き
の
流
れ
が
せ
き
止
め
ら
れ
ま
す
の
で
、
盛
り
上
が
る
よ
う
な
感
じ
で
、
日
常
の
感
覚
と
違
う
も
の
が
起
き
て
く
る
こ
と
が
あ
る
と
述

べ
て
い
ま
す
。
そ
の
起
き
て
く
る
も
の
の
中
に
、
煩
悩
と
か
病
患
と
か
業
相
と
か
魔
事
と
か
呼
ば
れ
る
心
の
働
き
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い

る
の
で
す
。

　

こ
の
病
患
、
煩
悩
、
業
相
、
魔
事
で
す
が
、「
全
て
の
人
が
起
こ
す
わ
け
で
は
な
く
て
、
中
に
は
、
そ
う
い
う
も
の
を
起
こ
す
人
が
い

02-03　蓑輪氏.indd   75 2019/06/03   8:19



現代宗教研究　第53号（2019.3）　　76

る
」
と
い
う
よ
う
な
書
き
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
。「
業
相
」
と
い
う
も
の
は
、
自
分
が
過
去
に
体
験
し
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
て
く
る
場

合
で
す
。「
魔
事
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
空
想
的
な
感
じ
な
の
で
す
が
、
今
風
に
言
う
と
、
幻
覚
的
な
も
の
、
こ
れ
が
生
じ
る
と
言
っ

て
い
ま
す
。

　
「
十
種
類
の
観
察
は
大
乗
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
も
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
そ
う
で
す
。
こ
れ
も
『
摩
訶
止
観
』
の
中
の
記

述
で
す
が
、
面
白
い
な
と
思
っ
た
の
は
、「
初
観
の
境
は
、
も
し
足
を
上
げ
、
足
を
下
げ
る
に
、
足
は
こ
れ
色
法
に
し
て
、
云
々
」
と
出

て
き
ま
す
が
、
足
の
上
げ
下
げ
を
観
察
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
こ
と
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
先
ほ
ど
紹
介
い
た
し
ま
し
た
、
足
を
上

げ
て
、
ポ
ー
ズ
を
入
れ
て
い
ま
す
け
ど
も
、
上
げ
下
げ
を
観
察
す
る
も
の
は
、
天
台
大
師
の
止
観
の
中
に
も
出
て
き
た
こ
と
に
な
り
ま
す

ね
、
そ
の
当
時
、
恐
ら
く
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
多
分
、
イ
ン
ド
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
観
察
方
法
の
中
の
一
つ
の

工
夫
だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
足
の
上
げ
下
げ
を
観
察
す
る
こ
と
は
、
六
世
紀
ま
で
は
遡
っ
て
大
丈
夫
と
い
う
感
じ
が
い
た
し
ま
す
。

　

最
後
に
、
こ
の
魔
境
の
と
こ
ろ
も
、「
観
察
に
よ
っ
て
初
め
て
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
て
、
基
本
は
、
魔

と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
幻
覚
的
な
も
の
が
生
じ
て
き
て
も
、
そ
れ
を
、
き
ち
ん
と
眺
め
る
。
つ
か
ま
え
て
い
く
の
で
す
か
ね
。
き

ち
ん
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
次
第
に
生
じ
な
く
な
る
と
い
う
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
に
、「
仏
を
念

じ
る
こ
と
も
大
事
で
す
よ
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
も
し
て
い
ま
す
。

　

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
方
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、「
今
こ
の
瞬
間
の
体
験
に
意
図
的
に
意
識
を
向
け
、
評
価
を
せ
ず
に
、
と
ら
わ
れ

の
な
い
状
態
で
、
た
だ
見
る
こ
と
」
で
す
の
で
、
実
質
、
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
仏
教
の
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
、
観
と
全
く
一
緒
で
す
。
そ

し
て
、
気
づ
い
て
い
る
時
に
言
葉
を
使
わ
な
い
よ
う
な
感
じ
で
、
た
だ
観
る
こ
と
、
観
察
の
「
観
」
と
い
う
字
を
使
っ
て
い
ま
す
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
「
正
知
」
の
方
で
気
づ
く
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

体
に
起
き
る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
、
心
に
起
き
て
い
る
こ
と
、
こ
の
両
方
を
気
づ
く
、
確
実
に
つ
か
ま
え
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
言
っ
て
も

い
い
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
ど
れ
で
も
正
解
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
す
。
注
意
を
振
り
向
け
て
、
し
っ
か
り
と
把
握
す
る
こ
と
な
の
だ
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と
思
い
ま
す
。

　

な
ぜ
言
葉
を
離
れ
る
観
察
の
仕
方
の
方
が
大
事
な
の
か
と
い
う
と
、
仏
教
の
煩
悩
の
中
に
は
、
分
別
起
と
倶
生
起
と
い
う
も
の
が
あ
り

ま
し
て
、
分
別
か
ら
起
き
て
く
る
も
の
が
多
い
と
捉
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
世
界
を
認
識
し
て
、
区
分
け
を
し
て
、
そ
し
て
、
言
葉
で
捉

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
起
き
る
こ
と
が
多
い
と
捉
え
て
い
ま
す
。
言
葉
は
、
す
ぐ
実
体
化
し
て
、
次
か
ら
次
へ
と
い
ろ
ん
な
反

応
を
起
こ
し
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
言
葉
で
捉
え
ず
に
感
覚
的
に
つ
か
ま
え
る
ほ
う
が
大
切
だ
、
と
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
先
ほ
ど
、「
無
分
別
は
脳
科
学
的
に
は
意
識
の
分
割
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
は
、
熊
野
宏
昭
さ
ん
と
い
う
、
今
、

早
稲
田
大
学
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
先
生
が
述
べ
て
い
る
こ
と
で
す
。
引
用
し
ま
す
。、「
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
も
の

を
感
じ
取
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
ず
っ
と
続
け
よ
う
と
す
る
と
、
も
う
心
が
動
か
な
く
な
る
の
で
す
ね
。
考
え
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
は
な

く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
に
気
を
配
っ
て
注
意
を
分
割
し
た
結
果
、
思
考
が
動
か
な
く
な
り
、
そ
れ
以
上
生
ま
れ
な
く
な
る
の
で
す
。」

こ
の
よ
う
な
回
路
が
、
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
よ
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

言
葉
を
つ
か
ま
え
て
注
意
す
る
だ
け
で
も
、
心
が
次
々
と
反
応
を
起
こ
す
こ
と
か
ら
は
脱
却
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
言
葉

を
使
っ
て
い
て
も
、
私
た
ち
の
戯
論
の
働
き
か
ら
次
第
に
遠
ざ
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、
大
事
な
点
な
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
、
少
し
述
べ
ま
し
た
。

　

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
言
及
し
て
い
る
ジ
ョ
ン
・
カ
バ
ッ
ト
・
ジ
ン
さ
ん
の
記
述
を
、
少
し
引
用
し
て
最
後
に
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま

す
。「
瞬
間
瞬
間
に
立
ち
現
れ
て
く
る
体
験
に
対
し
て
今
の
瞬
間
に
判
断
せ
ず
に
、
意
図
的
に
注
意
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る

気
づ
き
だ
」。
こ
こ
を
、
恐
ら
く
現
在
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
定
義
と
し
て
使
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
後
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
少
し
言
い
過
ぎ
か
な
と
思
う
の
で
す
が
、「
ス
ト
レ
ス
が
低
減
さ
れ
、
仕
事
の
生
産
性
が
上
が
る
。

感
情
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
感
情
的
な
判
断
ミ
ス
を
し
な
く
な
る
。
思
い
や
り
の
気
持
ち
が
育
ち
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク

が
向
上
す
る
。
ア
イ
デ
ア
が
湧
く
脳
に
な
り
、
創
造
性
が
高
ま
る
」。
こ
の
辺
は
、
す
こ
し
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
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ね
。「
理
想
的
な
方
向
に
、
ど
ん
ど
ん
働
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
よ
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
若
干
気
に
な
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
以
外
に
も
注
目
さ
れ
る
人
と
し
て
、
ジ
ョ
ア
ン
・
ハ
リ
フ
ァ
ッ
ク
ス
と
い
う
方
が
い
ま
す
。（
資
料
⑦
・
⑧
）
彼
女
は
ア
メ
リ
カ

で
活
動
し
て
い
ま
す
。
こ
の
方
は
、「
慈
悲
を
具
体
的
な
形
に
落
と
し
込
む
べ
き
だ
」
と
い
う
の
で
、
独
特
の
主
張
を
し
て
い
る
こ
と
で

注
目
さ
れ
て
い
る
人
の
一
人
で
す
。
Ｇ
Ｒ
Ａ
Ｃ
Ｅ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、「
実
際
に
取
り
組
ま
な
き
ゃ
だ
め
よ
」
と
主
張
し
ま
し
た
。

　

こ
の
問
題
点
等
に
関
し
て
は
、
少
し
端
折
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
分
科
会
等
で
皆
さ
ん
が
考
え
て
く
だ
さ
る
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
の

で
。
そ
れ
か
ら
、
仏
教
者
が
行
っ
て
き
た
も
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
と
組
み
合
わ
さ
っ
て
伝
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の

辺
も
少
し
違
う
の
か
と
思
い
ま
す
。
問
題
点
は
、
こ
れ
は
、
軍
隊
で
の
要
望
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、「
様
々
な
心
が
起
き
な
い

と
い
う
者
は
、
無
心
で
人
を
殺
め
る
こ
と
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
が
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
で
す
。

　

最
後
に
、
日
蓮
聖
人
の
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
資
料
の
中
で
、『
四
条
金
吾
殿
御
返
事
』
に
出
て
く
る
「
苦
を
ば
苦
と
さ
と
り
、
楽
を

ば
楽
と
ひ
ら
き
、
苦
楽
共
に
思
い
合
せ
て
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱
え
給
へ
。
是
れ
豈
に
自
受
法
楽
に
非
ず
や
。」
と
の
お
言
葉
が
登
場

し
ま
す
が
、
苦
を
苦
と
さ
と
り
、
楽
を
楽
と
ひ
ら
い
て
受
け
止
め
て
い
た
ら
、
そ
の
先
の
心
の
働
き
、「
嫌
だ
」
と
か
、「
も
っ
と
も
っ

と
」
と
か
、
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
が
起
き
て
こ
な
く
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
目
指
し
て
い
る
境
地
は
、
や
は
り
私
た
ち
の
心
が
次
か
ら

次
へ
と
走
る
、
戯
論
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
仏
と
同
じ
境
地
と
唱
え
ら
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

幾
つ
か
資
料
を
引
用
し
ま
し
た
が
、「
悩
み
苦
し
み
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
心
の
持
つ
戯
論
の
働
き
か
ら
逃
れ
る
こ
と
だ
」

と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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資
料
①

資
料
③

資
料
②

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
起
源
①

 
•

②
ベ
ト
ナ
ム
人

僧
侶

 
テ
イ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ー
ン

Zen M
aster 

Thich N
hat Hanh

の
運

動
（
釈

一
行

、
1926.10.11

～
91

才
） 

テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
（
１
９
２
６
－
）
は
、

ベ
ト
ナ
ム
出
身
の
禅
僧
・
平
和
・
人
権

運
動
家
・
学
者
・
詩
人
。

 ダ
ラ
イ
・
ラ

マ
14

世
と
並

ん
で
、

20
世
紀
か
ら
平

和
活
動
に
従
事
す
る
代
表
的
な
仏

教
者
で
あ
り
、
行
動
す
る
仏
教
ま
た

は
社
会
参
画
仏
教
の
命
名
者
で
も

あ
る
。
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
を
中
心

に
、
仏
教
及
び
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の

普
及
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン

ス
の
プ
ラ
ム
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
が
拠
点

 

資
料
④

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
も
う
一

つ
の
起
源

②
 

ジ
ョ
ン
・
カ
バ
ッ
ト
・
ジ
ン
（Jon Kabat-Zinn, 

1944.6.5- 
現

在
74

才
） 

•
マ
サ

チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
大

学
医
学

大
学

院
教

授
・
同
大

マ
イ
ン
ド
フ
ル

ネ
ス

セ
ン
タ
ー
の
創

設
所
長
。
国
際

観
音

禅
院

の
崇
山

行
願
に
師
事
し
禅

を
習

い
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
禅

セ
ン
タ
ー
の

創
設

メ
ン
バ

ー
と
な
る
。
仏

教
の
修

行
法

と
教

理
を
学

び
、
そ
れ
を
西

洋
科

学
と
統

合
さ
せ
た
。
現
在

、
心

理
学

の
世
界
や

企
業
の
研

修
で
行

わ
れ

る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
、
こ
の

方
の

提
唱
し
た
も
の

 
 

私
た
ち
の
日
常
の
認
識
の
あ
り
よ
う
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資
料
⑤

資
料
⑦

資
料
⑥

私
た
ち
の

普
通

の
認

識
 り
ん
ご
 

資
料
⑧

観
の

観
察

に
よ
っ
て
生

じ
る
状

態
 

最
近
の
注
目
③

R
oshi Joan H

alifax 
(女

性
)(1942

－
) 

 
 

•
平
和
運
動
家
と
し
て
著
名
な
禅

僧
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
か
ら
得

度
を
受
け
た
禅
尼
。
米
国
・

ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
に
あ
る

U
paya禅

セ
ン
タ
ー
の
指
導
者
、

末
期
の
が
ん
患
者
や
刑
務
所

入
所
者
へ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

精
力
的
に
取
り
組
む
。

 

Roshi Joan Halifax師
の

主
張

 

•
強

調
点

「com
passion

と
は

“
他

者
へ

の
思

い
や

り
を
、
行

動
ま
で
き
ち
ん
と
落

と
し
込

む
”
こ
と
」 

•
そ
の

た
め
に

GRACEを
提

唱
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