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は
じ
め
に

　
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
木
村
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
学
会
の
学
術
大
会

に
は
、
久
し
ぶ
り
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
直
接
の
理
由

は
、
今
回
の
大
会
で
実
行
委
員
長
を
お
務
め
の
合
田
先
生
か
ら
、
基
調
講

演
を
と
い
う
お
話
を
い
た
だ
い
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。

　
実
は
合
田
先
生
と
は
、
浅
か
ら
ぬ
因
縁
が
ご
ざ
い
ま
す
。
先
程
、
合
田

先
生
も
触
れ
ら
れ
ま
し
た
が
、
と
も
に
、
本
学
会
の
第
二
代
目
の
会
長
を

務
め
ら
れ
た
玉
城
康
四
郎
先
生
の
教
え
子
で
す
。
い
わ
ば
兄
弟
弟
子
に
な

る
わ
け
で
、
研
究
者
と
し
て
の
道
を
歩
く
こ
と
に
な
っ
た
中
で
は
、
私
は

か
な
り
早
い
方
で
、
彼
は
最
後
の
愛
弟
子
な
の
で
す
。
そ
れ
と
も
う
一
つ
、

玉
城
先
生
は
後
年
、
ほ
ぼ
二
十
年
に
わ
た
っ
て
、
自
宅
の
応
接
間
で
月
に

一
回
、
瞑
想
の
実
習
を
含
む
勉
強
会
を
開
い
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
は

時
々
、
時
間
が
取
れ
る
と
き
に
伺
っ
た
程
度
で
す
が
、
合
田
先
生
は
ほ
ぼ

毎
回
、
ま
じ
め
に
参
加
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
わ

ば
玉
城
私
塾
の
先
輩
後
輩
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　
因
み
に
ご
紹
介
し
ま
す
と
、
後
年
ふ
と
し
た
雑
談
の
中
で
玉
城
先
生
は

「
わ
し
は
東
大
の
頃
に
は
、
何
も
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
日
本
大
学
に

行
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
少
し
ず
つ
分
か
っ
て
き
た
。
だ
か
ら
、
東
大

の
学
生
さ
ん
た
ち
に
は
申
し
訳
な
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
」
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
実
際
、
玉
城
先
生
の
仏
教
哲
学
が
熟
成
す
る
の
は
、
日
本
大

学
在
任
以
降
の
こ
と
だ
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
と
も
あ
れ
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
つ
な
が
り
が
あ
る
合
田
先
生
を
通
じ

て
の
お
話
で
し
た
の
で
、「
こ
れ
は
、
玉
城
先
生
と
合
田
先
生
に
対
す
る

さ
さ
や
か
な
恩
返
し
の
意
味
で
も
、
お
受
け
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
と

思
っ
て
、
い
ま
こ
こ
に
立
た
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
次
第
で
す
。

　
し
か
も
幸
い
な
こ
と
に
、
今
回
の
総
合
テ
ー
マ
で
あ
る
身
体
論
は
、
私

自
身
が
以
前
か
ら
関
心
を
も
っ
て
い
た
問
題
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
し
た
。

〈
特
集
１
　
身
体
論

│
基
調
講
演
〉

木
　
村
　
清
　
孝
　

　修
行
と
身
体

│
仏
教
の
思
想
を
手
が
か
り
と
し
て

│
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確
か
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
て
、
釈
尊
の
教
え
は
弟
子
た
ち
の
記
憶
の
中
に

蓄
積
さ
れ
、
や
が
て
釈
尊
の
入
滅
後
、
そ
れ
ら
は
整
理
さ
れ
、
敷
衍
さ
れ
、

体
系
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
実
践
的
な
面
に
お
け
る
教
説
の
代
表
的
な
も

の
は
八
正
道
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
を
含
め
て
包
括
的
に
三
十
七
菩
提
分
法

な
ど
が
集
成
さ
れ
ま
す
。
こ
の
中
に
は
四
念
処
と
か
七
覚
支
と
い
わ
れ
る

実
践
論
の
体
系
も
入
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
後
代
に
な
る
と
、
四
諦
・

八
正
道
の
よ
う
に
、
体
系
化
さ
れ
た
教
え
を
そ
の
ま
ま
仏
説
、
す
な
わ
ち
、

釈
尊
の
仏
教
と
見
な
す
ケ
ー
ス
も
結
構
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
釈
尊
ご

自
身
が
こ
の
よ
う
な
形
で
説
か
れ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
。
釈
尊
は
、
い
わ
ば
実
存
的
な
「
わ
れ
と
な
ん
じ
」（Ich und D

u

）
と

い
う
向
き
合
い
の
中
で
、
簡
潔
な
言
葉
や
行
動
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
や
が
て
大
乗
仏
教
が
興
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
従
来
の
伝
統
仏

教
に
対
す
る
反
省
と
批
判
に
も
と
づ
い
て
、
菩
薩
と
名
づ
け
ら
れ
た
前
生

の
釈
尊
を
モ
デ
ル
と
し
、
利
他
の
実
践
を
柱
に
し
な
が
ら
、
釈
尊
の
教
え

の
再
興
を
目
指
し
た
新
し
い
仏
教
運
動
で
す
。
い
わ
ゆ
る
三
乗
と
い
う
仏

教
の
分
類
は
、
自
ら
が
掲
げ
る
菩
薩
の
あ
り
方
を
最
も
す
ぐ
れ
た
、
釈
尊

の
願
い
に
即
し
た
も
の
と
し
、
従
来
の
仏
教
を
声
聞
の
道
と
縁
覚
（
独
覚
）

の
道
に
分
類
し
、
低
く
位
置
づ
け
た
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　
で
は
、
菩
薩
は
ど
の
よ
う
な
歩
み
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
一
方
で
は
、
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
長
い
時
間
を
か
け
て
修
行

が
重
ね
ら
れ
て
い
く
と
い
う
思
想
が
体
系
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し

他
方
、
仏
と
は
何
か
と
か
、
時
間
と
は
何
か
と
い
っ
た
本
質
的
な
問
題
に

　
思
う
に
、
仏
教
、
と
く
に
初
期
仏
教
か
ら
現
代
の
テ
ー
ラ
ヴ
ァ
ー
ダ
仏

教
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
く
る
伝
統
的
仏
教
は
、
あ
る
種
の
精
神
主
義
で

す
。
つ
ま
り
、
仏
教
の
世
界
で
は
、
精
神
、
心
に
関
わ
る
問
題
は
丁
寧
に

考
察
し
、
そ
の
上
で
実
修
し
て
き
て
い
る
の
で
す
が
、
身
体
の
問
題
は
き

ち
ん
と
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
と
く

に
、
現
代
と
い
う
時
代
に
対
応
し
、
あ
る
べ
き
方
向
を
示
す
こ
と
に
関
わ

ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
点
を
し
っ
か
り
と
反
省
す
る
と
と
も

に
、
新
た
な
仏
教
の
展
開
を
探
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ま
す
。
そ
こ
で
今
日
は
、
そ
の
「
序
論
」
と
い
い
ま
す
か
、
概
括
的

で
予
備
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
に
お
け
る
身
体
論
に
関
わ
る

重
要
な
問
題
点
を
い
く
つ
か
指
摘
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
こ
か
ら
何
か
を

汲
み
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
、
と
思
っ
て
い
る
次
第
で
す
。

一
　
仏
教
の
修
行
と
そ
の
否
定
的
理
念

　
ま
ず
、
仏
教
に
お
け
る
修
行
の
押
さ
え
方
に
つ
い
て
で
す
。
こ
れ
ま
で

研
究
を
進
め
て
き
て
思
う
こ
と
は
、
そ
の
基
本
的
な
方
向
性
は
は
っ
き
り

し
て
い
ま
す
。
と
く
に
初
期
仏
教
に
お
い
て
明
確
な
の
で
す
が
、
修
行
の

目
的
は
生
死
を
繰
り
返
す
輪
廻
の
世
界
、
迷
い
と
苦
し
み
の
世
界
を
離
れ

て
、
涅
槃
の
世
界
、
真
の
安
ら
ぎ
が
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
向
か
う
こ
と
で

す
。
仏
教
の
諸
思
想
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
こ
の
「
生
死
か
ら
涅
槃
へ
」

の
歩
み
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
尽
き
る
で
し
ょ
う
。

　
釈
尊
の
仏
教
は
対
機
説
法
で
あ
る
と
よ
く
い
わ
れ
ま
す
。
少
な
く
と
も

釈
尊
が
、
向
き
合
う
相
手
を
し
っ
か
り
と
見
な
が
ら
指
導
さ
れ
た
こ
と
は
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向
・
十
地
・
等
覚
と
い
う
段
階
を
経
て
、
最
後
に
妙
覚
位
と
い
う
仏
の
境

位
に
到
達
す
る
、
と
説
き
ま
す
。
こ
れ
は
『
華
厳
経
』
の
教
説
が
元
に
な

っ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
実
は
『
華
厳
経
』
自
体
に
お
け
る
設
定
は
、

十
住
か
ら
十
地
ま
で
の
四
十
位
で
、
後
に
中
国
で
成
立
し
た
と
思
わ
れ
る

同
類
の
経
典
の
教
説
と
の
整
合
性
が
図
ら
れ
、
十
信
な
ど
を
加
え
て
五
十

二
位
と
い
う
体
系
が
作
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
す
。
な
お
、
十
信
や
十
廻
向

は
、
本
来
は
そ
れ
ら
の
内
実
を
区
別
・
整
理
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
を

段
階
的
な
区
別
を
表
す
も
の
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
が
必

要
で
す
。
ま
た
、「
信
満
」
と
い
う
用
語
は
、
華
厳
教
学
を
大
成
し
た
法

蔵
が
『
華
厳
五
教
章
』
の
中
で
明
確
に
使
っ
て
お
り
ま
す
。
い
っ
て
み
れ

ば
、
成
仏
が
実
現
す
る
位
と
い
う
の
を
私
ど
も
の
宗
教
体
験
上
ギ
リ
ギ
リ

の
と
こ
ろ
ま
で
近
づ
け
て
、
押
さ
え
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
日
本
の
本
覚
思
想
に
な
る
と
、
修
行
の
有
無
・
深
浅
に
か
か
わ
ら
ず
、

す
べ
て
の
も
の
が
現
に
あ
る
が
ま
ま
の
す
が
た
に
お
い
て
究
極
の
存
在
と

し
て
、
つ
ま
り
仏
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
、
い
っ
そ
う
徹
底
し
た
形

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
法
然
、
親
鸞
の
浄
土
教
の
系
統
で
は
、
行
と
信
、

念
仏
と
信
心
の
一
体
性
が
強
調
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
親
鸞
の
場
合
は
、

信
・
行
と
も
に
阿
弥
陀
如
来
の
願
心
に
帰
せ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
道
元
が

い
う
「
修
証
一
等
」
の
修
は
修
行
の
意
味
で
、
行
と
証
が
平
等
・
一
体
で

あ
る
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
修
行
が
客
観
的
に
見
て
ど
の
段
階
に
あ

ろ
う
と
、
修
行
す
る
、
直
接
に
は
坐
禅
を
す
る
、
そ
の
場
に
お
い
て
、
悟

り
は
す
で
に
実
現
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
右
に
述
べ
て
き
た
諸
思
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
系
譜
に
お
い
て
、
突
き
詰

着
目
す
る
中
で
、
い
ま
の
こ
の
現
実
の
場
に
お
い
て
仏
と
な
る
、
修
行
が

完
成
す
る
と
い
う
見
方
も
生
ま
れ
て
き
ま
す
。

　
ま
た
、
修
行
の
内
容
的
な
展
開
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
信
解
行
証
」
と

い
う
形
で
ま
と
め
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
す
。
信
ず
る
こ
と
か
ら
、
正
し

く
理
解
す
る
こ
と
、
次
い
で
実
践
す
る
こ
と
へ
、
そ
し
て
つ
い
に
は
悟
り

を
得
る
と
い
う
段
階
へ
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
設
定
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
の
本
質
的
な
考
察
を
介
し
て
、
一
体
的

に
捉
え
る
見
解
も
登
場
し
ま
す
。
日
本
で
よ
く
い
わ
れ
る
「
煩
悩
即
菩
提
」

と
「
生
死
即
涅
槃
」
の
一
対
の
表
現
は
、
そ
の
代
表
的
な
一
例
と
い
え
ま

し
ょ
う
。

　
因
み
に
い
え
ば
、「
煩
悩
即
菩
提
」
と
い
う
表
現
は
、
瑜
伽
唯
識
系
の

文
献
で
よ
く
使
わ
れ
、「
生
死
即
涅
槃
」
の
方
は
、
中
観
系
の
文
献
に
多

く
出
て
き
ま
す
。
日
本
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
を
総
合
す
る
よ
う
な
形
で
広

ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
他
、
本
質
的
な
観
点
か
ら
、
普
通
に
は
反
対
の
も
の
、
あ
る
い
は

対
比
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
見
な
さ
れ
る
も
の
同
士
の
相
即
を
論
じ
る
思
想

と
し
て
は
、
禅
に
お
け
る
「
即
心
是
仏
」
や
「
修
証
一
等
」、
密
教
に
お

け
る
「
即
身
成
仏
」、
華
厳
に
お
け
る
「
信
満
成
仏
」
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
例
え
ば
「
信
満
成
仏
」
は
、「
十
信
が
具
わ
っ
た
と
き
、
す

で
に
そ
の
人
は
仏
で
あ
る
」
と
見
る
も
の
で
す
。
大
乗
仏
教
に
お
け
る
菩

薩
の
階
位
に
つ
い
て
は
、
細
か
く
い
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
や
経
緯
が

あ
り
ま
す
が
、
最
終
的
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
た
も
の
は
、
五
十
二
位
説
で

す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
教
説
で
は
、
菩
薩
は
十
信
・
十
住
・
十
行
・
十
廻
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病
・
死
の
定
め
を
抱
え
た
有
限
な
身
体
を
も
ち
、
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

に
束
縛
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
心
だ
け
は
自
由
で
あ
り
た
い
、

永
遠
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
、
精
神
の
解
放
と
そ
の
不
滅
へ
の
願

望
が
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
こ

と
が
、
精
神
と
身
体
の
両
者
を
質
的
に
違
う
も
の
と
し
て
は
っ
き
り
と
区

分
す
る
考
え
方
を
醸
成
す
る
誘
い
水
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
視
点
を
換
え
て
、
現
代
と
い
う
場
に
お
け
る
身
体
の
基
本

的
な
問
題
を
考
え
ま
す
と
、
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、
科
学
的
な
立
場
に

お
い
て
身
体
の
究
明
が
急
速
に
進
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
例
え

ば
、
人
間
の
身
体
そ
の
も
の
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

も
、
伝
統
的
に
「
五
臓
六
腑
」
な
ど
と
い
わ
れ
て
き
た
器
官
レ
ベ
ル
で
も
、

細
胞
レ
ベ
ル
で
も
、
さ
ら
に
は
遺
伝
子
レ
ベ
ル
で
も
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
重
層
的
・
複
眼
的
に
、
身
体
を
観
察
し
、
対
処
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
科
学
的
な
視
点
か
ら
身
体

を
捉
え
る
場
合
、
と
く
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
各
部
位

が
身
体
の
全
体
性
を
支
え
る
一
部
で
あ
る
こ
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
に

お
い
て
各
部
位
は
相
互
に
深
く
関
連
し
合
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
包

括
的
に
い
っ
て
、
身
体
と
精
神
と
が
微
妙
な
影
響
関
係
に
あ
る
こ
と
を
忘

れ
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、
仏
教
の
伝
統
で
は
身
体
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
き
た
の
で
し
ょ

う
か
。
ま
ず
、
三
業
論
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
思
想
で
は
、

人
間
の
行
為
は
、
身
体
的
な
も
の
（
身
業
）
と
言
語
的
な
も
の
（
口
業
、

め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
提
示
さ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
思
想
だ
け
を
取

り
上
げ
て
鵜
呑
み
に
し
、
分
別
的
に
理
解
す
れ
ば
、「
で
は
、
修
行
は
要

ら
な
い
の
か
」
と
い
う
議
論
に
も
な
り
ま
す
。
修
行
不
要
論
に
ま
で
つ
な

が
っ
て
き
ま
す
。
と
く
に
日
本
の
仏
教
に
は
、
そ
う
し
た
解
釈
の
下
に
仏

教
が
展
開
し
て
き
た
傾
向
が
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

二
　
仏
教
に
お
け
る
身
体
論
の
諸
相

　
最
初
に
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
常

識
と
し
て
、
精
神
と
身
体
、
あ
る
い
は
霊
魂
と
肉
体
と
を
分
け
て
二
元
的

に
見
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
見
方

は
、
決
し
て
近
代
の
デ
カ
ル
ト
以
降
に
始
ま
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
東
洋
に
お
け
る
一
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
中
国
で
は
南
北
朝
時
代
の
五
│

六
世
紀
の
頃
、
仏
教
伝
来
か
ら
五
、
六
百
年
後
、「
神
滅
神
不
滅
」
の
大

論
争
が
あ
り
ま
し
た
。
神
、
す
な
わ
ち
精
神
が
消
滅
す
る
か
し
な
い
か
を

め
ぐ
っ
て
、
儒
者
の
側
と
仏
教
者
の
側
と
が
激
し
く
争
っ
た
の
で
す
。
中

国
の
仏
教
者
た
ち
は
、
こ
の
議
論
を
通
じ
て
お
お
む
ね
「
神
不
滅
」
の
立

場
を
採
る
方
向
に
進
み
ま
し
た
。
日
本
で
「
仏
教
は
霊
魂
不
滅
を
説
く
」

と
い
う
認
識
が
長
く
支
持
さ
れ
て
き
た
の
に
は
、
こ
の
神
不
滅
論
の
影
響

も
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
け
れ
ど
も
、
精
神
と
肉
体
、
心
と
身
体
を
二
つ
に
分
け
る
見
方
は
、
さ

ら
に
深
く
考
え
れ
ば
、
私
た
ち
人
間
が
本
来
的
に
も
っ
て
い
る
一
つ
の
欲

求
に
も
と
づ
く
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
は
、
老
・
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無
礙
論
の
影
響
を
受
け
て
で
し
ょ
う
が
、『
即
身
成
仏
義
』
や
『
補
闕
抄
』

の
中
で
、
三
密
加
持
の
宗
教
的
境
地
に
お
け
る
六
大
の
融
通
性
・
統
合
性

と
そ
の
顕
現
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　
で
は
、
仏
教
に
お
い
て
精
神
と
身
体
を
一
体
的
に
見
る
思
想
は
、
ど
の

よ
う
な
形
で
表
明
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
思
う
に
、
そ
の
代
表
格
は

「
身
心
一
如
」
の
思
想
で
し
ょ
う
。
と
く
に
禅
宗
の
文
献
で
は
、
身
心
一

如
は
あ
ち
こ
ち
に
出
て
き
ま
す
。
渡
宋
の
経
験
を
も
つ
道
元
が
、『
弁
道

話
』
の
中
で
「
身
心
一
如
の
む
ね
は
、
仏
法
の
つ
ね
の
談
ず
る
と
こ
ろ
な

り
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
証
で
す
。
た
だ
し
、
注
意
す
べ
き
は
、

身
心
一
如
と
い
っ
て
も
、
身
と
心
の
関
係
を
ど
う
見
る
か
、
そ
れ
ら
の
ど

ち
ら
に
比
重
を
置
く
か
で
、
微
妙
な
違
い
が
あ
る
こ
と
で
す
。

　
配
布
資
料
に
は
、
一
例
と
し
て
中
国
・
唐
代
の
南
陽
慧
忠
（
？
│
七
七

五
）
の
「
身
心
一
如
、
身
外
無
余
」
の
文
言
を
挙
げ
ま
し
た
が
、
後
の
言

葉
は
「
身
体
の
ほ
か
に
は
何
も
な
い
」
と
い
う
意
味
で
、
明
ら
か
に
身
体

に
一
元
化
し
て
い
ま
す
。
む
ろ
ん
反
対
に
、「
心
外
無
余
」
を
説
く
禅
者

も
い
ま
す
が
、
き
わ
め
て
少
な
い
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
禅
宗
の
身

心
一
如
論
は
、『
華
厳
経
』
の
「
三
界
唯
心
」
に
代
表
さ
れ
る
イ
ン
ド
大

乗
仏
教
の
精
神
主
義
的
伝
統
か
ら
逸
れ
て
、
身
体
重
視
の
方
へ
寄
っ
て
く

る
、
そ
う
見
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
中
国
仏
教
に
お
け
る
興
味
深
い
議
論
と
し
て
は
、
独
自
の
『
華
厳
経
』

解
釈
を
行
っ
て
後
代
に
大
き
な
影
響
を
残
し
た
唐
代
の
居
士
・
李
通
玄
の

六
相
論
が
あ
り
ま
す
。
六
相
と
は
、
す
べ
て
の
事
象
を
総
・
別
・
同
・
異
・

成
・
壊
の
六
つ
の
側
面
で
捉
え
た
も
の
で
、
華
厳
宗
の
法
蔵
が
、
そ
れ
ら

あ
る
い
は
語
業
）
と
精
神
的
な
も
の
（
意
業
）
の
三
種
に
分
類
さ
れ
、
ま

た
相
互
に
関
わ
り
合
う
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
う
ち
身
体
的
行
為
は
、
三
業

の
中
で
最
も
基
礎
的
な
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
例
え
ば

瞑
想
（
坐
禅
、
禅
定
、
三
昧
）
を
行
う
場
合
は
、
ま
ず
身
体
を
調
え
る
こ

と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
五
蘊
論
が
あ
り
ま
す
。
五
蘊
と
は
、
五
つ
の
要
素
の
集
ま
り
と

い
う
意
味
で
、
色
・
受
・
想
・
行
・
識
の
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
人
間
は
、

肉
体
（
色
）
と
い
う
物
質
的
側
面
と
、
そ
れ
以
外
の
感
受
（
受
）・
想
起

（
想
）・
意
志
（
行
）・
認
識
（
識
）
の
四
つ
の
精
神
作
用
の
綜
合
体
で
あ
る
、

と
い
う
教
説
で
す
。
こ
れ
が
、
現
実
の
知
覚
・
認
識
の
経
験
の
場
に
お
け

る
人
間
の
様
態
を
要
素
的
に
分
析
し
た
上
で
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。

　
そ
れ
か
ら
、
四
大
論
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
物
理
的
・
物
質
的

な
観
点
か
ら
、
諸
要
素
の
働
き
の
総
合
と
し
て
身
体
を
捉
え
る
も
の
で
、

お
そ
ら
く
イ
ン
ド
に
古
く
か
ら
あ
っ
た
、
一
つ
の
思
想
伝
統
を
仏
教
が
受

け
入
れ
て
、
ま
ず
四
大
論
、
す
な
わ
ち
、
地
・
水
・
火
・
風
の
四
元
素
（
四

大
。「
大
」
は
大
き
な
力
を
も
つ
要
素
、
の
意
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の

と
し
て
身
体
を
把
捉
し
ま
す
。
こ
れ
が
さ
ら
に
、
存
在
成
立
の
場
と
し
て

の
虚
空
（
空
）
を
加
え
て
五
大
論
と
な
り
、
さ
ら
に
、
仏
教
が
重
視
す
る

知
覚
・
認
識
の
大
本
と
な
る
も
の
を
独
立
的
に
立
て
た
識
を
加
え
て
六
大

論
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
付
言
す
れ
ば
、
六
大
論
の
一
つ
の
完
成
態
は
、
日
本
の
空
海
の
「
六
大

無
礙
」
の
思
想
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
空
海
は
、
華
厳
教
学
の



8

学
に
お
け
る
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
が
、
パ
ー
リ
語
で
い
え
ば
カ

ン
マ
・
ヴ
ィ
パ
ー
カ
で
す
。
こ
の
語
は
、
伝
統
的
に
は
業
異
熟
と
訳
さ
れ

て
き
た
も
の
で
す
が
、
先
生
は
こ
れ
を
業
熟
体
と
訳
さ
れ
ま
し
た
。
す
な

わ
ち
、
私
た
ち
は
み
な
、
業
が
熟
し
て
一
か
た
ま
り
と
な
っ
た
存
在
で
あ

る
、
業
の
身
で
あ
る
と
自
覚
す
る
。
そ
し
て
、
無
明
で
あ
る
自
己
に
お
い

て
、
究
極
の
真
実
、
つ
ま
り
、
ダ
ン
マ
・
如
来
が
あ
ら
わ
に
な
る
、
と
い

わ
れ
ま
す
。
悟
り
の
世
界
、
な
い
し
仏
が
顕
れ
る
場
は
業
熟
体
と
し
て
の

私
を
お
い
て
他
に
な
い
と
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　
ま
た
、
親
鸞
に
お
け
る
罪
業
、
あ
る
い
は
愚
の
自
覚
も
、
と
て
も
重
要

だ
と
思
い
ま
す
。『
歎
異
抄
』
は
、「
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な

れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
を
親
鸞
の
言
葉
と
し
て
伝

え
て
い
ま
す
が
、
か
れ
自
身
が
自
ら
を
「
虚
仮
不
実
の
こ
の
身
」
と
も
表

現
し
て
い
ま
す
。
要
は
、
何
か
よ
い
こ
と
を
し
よ
う
、
し
っ
か
り
と
修
行

し
よ
う
と
し
て
も
、
何
も
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
、
ど
う
し
よ
う
も
な

い
自
分
を
こ
そ
、
阿
弥
陀
如
来
は
そ
の
願
力
に
よ
っ
て
ま
る
ご
と
救
っ
て

く
だ
さ
る
と
い
う
の
で
す
。
親
鸞
自
身
の
用
語
を
使
え
ば
、「
黒
業
」
の

自
己
が
、
仏
の
願
力
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
大
逆
転
さ
れ
、
往
生
が
定
ま
る

身
と
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
自
己
認
識
に
も
、
親
鸞
自
身
は
直
接
言
及
し

て
は
い
ま
せ
ん
が
、
生
命
な
い
し
身
体
そ
の
も
の
に
刻
印
さ
れ
た
原
罪
の

よ
う
な
も
の
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

三
　
身
体
の
実
相
と
身
体
重
視
の
宗
教
実
践

　
第
三
節
に
入
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
仏
教
か
ら
少
し
離
れ
て
、
身

が
相
互
に
対
立
・
矛
盾
せ
ず
、
全
体
と
し
て
調
和
す
る
理
論
を
構
築
し
、

「
六
相
円
融
義
」
と
名
づ
け
ま
し
た
。
李
通
玄
は
、
こ
の
見
方
を
身
体
論

に
適
用
し
、
私
た
ち
自
身
が
六
相
を
具
え
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
す
な

わ
ち
、
か
れ
に
よ
れ
ば
、
総
相
と
は
身
体
が
先
述
し
た
四
大
の
調
和
と
し

て
統
合
さ
れ
て
い
て
、
い
つ
も
ま
と
ま
っ
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
、
別
相

と
は
身
体
の
各
部
位
、
例
え
ば
、
頭
や
手
足
が
、
ま
た
心
臓
や
胃
や
腸
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
働
き
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
同
相
と
は
身
体
の
各

部
位
も
、
し
た
が
っ
て
身
体
全
体
も
、
実
体
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

突
き
詰
め
れ
ば
「
空
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
異
相
と
は
身
体
の
各
部
位

が
そ
れ
ぞ
れ
に
特
殊
な
作
用
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
成
相
と
は
、
身
体
の

各
部
位
が
互
い
に
助
け
合
い
支
え
合
っ
て
身
体
全
体
を
作
り
上
げ
て
い
る

こ
と
、
壊
相
と
は
身
体
の
各
部
位
が
ど
れ
も
実
体
的
な
本
性
を
ま
っ
た
く

も
た
ず
、
縁
に
従
っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
身
体
は
こ
れ
ら
の
六
相
を

同
時
的
に
成
立
さ
せ
な
が
ら
、
調
和
的
に
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で

す
。

　
最
近
、
ロ
ボ
ッ
ト
工
学
な
ど
の
急
速
な
進
歩
に
伴
っ
て
は
っ
き
り
し
て

き
た
こ
と
の
一
つ
は
、
身
体
が
い
か
に
精
巧
で
、
し
か
も
融
通
が
利
く
、

調
和
的
な
作
り
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
ど
こ
か
、
右
に

紹
介
し
た
李
通
玄
の
身
体
六
相
論
に
通
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
せ
ん

か
。

　
次
に
、
私
ど
も
の
恩
師
で
あ
る
玉
城
康
四
郎
先
生
が
晩
年
に
到
達
さ
れ

た
身
体
認
識
、
業
熟
体
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
し

て
は
、
後
で
合
田
先
生
に
補
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
が
、
玉
城
哲
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ケ
ッ
ト
の
中
で
す
れ
違
う
と
き
、
多
く
の
人
は
、
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
近
づ

く
と
、
あ
る
種
の
不
安
や
恐
れ
を
感
じ
る
た
め
か
、「
す
み
ま
せ
ん
」

（Excuse m
e

）
と
い
っ
て
互
い
に
相
手
を
避
け
て
通
り
す
ぎ
る
の
で
す
。

ど
こ
ま
で
近
づ
い
た
と
き
に
こ
の
言
葉
が
出
る
か
、
そ
の
距
離
は
、
人
に

よ
っ
て
微
妙
に
違
い
ま
し
た
。

　
こ
の
経
験
か
ら
思
っ
た
こ
と
は
、
人
は
自
分
が
安
心
で
き
る
空
間
領

域
、
い
わ
ば
「
身
体
域
」
を
抱
え
込
ん
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
裏
返
せ
ば
、
個
々
の
身
体
を
単
に
「
皮
膚
で
囲
ま

れ
た
部
分
」
に
限
定
し
て
問
題
を
考
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
お
互
い
に
、
一
種
の
身
体
感
覚
が
空
間
ま
で
含
め
て
あ
る
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
、
付
け
加
え
れ
ば
、
こ
の
身
体
域
が
ど
こ
ま
で
広
が
る
か
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
や
経
験
、
そ
し
て
修
行
、
そ
う
い
っ
た
も
の
の
中
で

決
ま
っ
て
く
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
結
局
、
身
体
と
は
、
上
述
の
「
身

体
域
」
を
含
め
、
生
命
活
動
が
そ
こ
で
生
き
生
き
と
行
わ
れ
て
い
る
領
域

の
全
体
像
、
そ
の
仮
の
名
前
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　
締
め
く
く
り
と
し
て
、
身
体
を
重
視
す
る
宗
教
実
践
の
代
表
的
な
も
の

に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
思
う
に
、
そ
の
代
表
的
な
一
例
が
、
先
に
述

べ
た
玉
城
哲
学
の
中
に
登
場
す
る
入
出
息
念
定
で
す
。
つ
ま
り
、
呼
吸
に

即
し
て
瞑
想
を
深
め
て
い
く
実
践
で
す
。
生
き
て
い
る
人
は
呼
吸
を
す
る

が
、
死
者
は
呼
吸
を
し
な
い
と
い
う
単
純
な
事
実
か
ら
、
例
え
ば
イ
ン
ド

で
は
、
古
く
か
ら
呼
吸
（
プ
ラ
ー
ナ
）
は
生
命
そ
の
も
の
と
も
見
な
さ
れ

ま
し
た
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
成
立
当
初
か
ら
、
呼
吸
を

体
と
い
う
も
の
を
哲
学
的
観
点
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
第
一
に
、
身
体
は
、
現
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
実
体
性
・

永
遠
性
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
き
、
近
年
に
お
け
る

医
学
・
医
療
の
著
し
い
発
展
の
中
で
現
実
化
し
て
き
て
い
る
臓
器
移
植
や

細
胞
の
移
植
、
さ
ら
に
は
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
作
成
・
培
養
、
そ
し
て
治
療
へ

の
応
用
等
と
ど
の
よ
う
に
対
峙
す
る
の
が
よ
い
の
か
、
悩
ま
し
い
大
問
題

だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
次
に
、
身
体
の
基
本
的
な
捉
え
方
に
関
し
て
で
す
が
、
例
え
ば
仏
教
で

は
か
な
り
早
く
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
五
根
不
具
」、
す
な
わ
ち
身
体
的
障

害
を
輪
廻
説
と
結
び
つ
け
、
悪
業
の
結
果
と
し
て
解
釈
す
る
と
い
う
よ
う

な
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
伝
統
は
、
決
し
て
正
し
い
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
社
会
に
深
く
浸
透
し
、
現
在
も
そ
の
影
響
力
は
払
拭

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
私
ど
も
は
、
こ
の
こ
と
を
反
省
す
る
と
と
も
に
、
改

め
て
、
業
説
が
本
来
、
よ
り
よ
い
未
来
を
築
く
と
い
う
方
向
で
説
か
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
そ
れ
か
ら
、
身
体
感
覚
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
身
体
の
表
面

は
、
皮
膚
で
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
般
に
は
、「
私
の

身
体
」
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
こ
の
「
皮
膚
で
囲
ま
れ
た
部
分
」
の
こ
と
だ

と
思
わ
れ
て
い
ま
す
ね
。
け
れ
ど
も
、
実
際
の
感
覚
、
認
識
の
問
題
と
し

て
は
、
例
え
ば
狭
い
通
路
を
自
分
が
歩
い
て
い
く
方
向
の
反
対
側
か
ら
人

が
来
る
と
い
う
場
合
に
、
人
は
ど
う
す
る
か
に
照
ら
し
て
考
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
若
い
頃
、
私
自
身
が
外
国
で
経
験
し
た
こ
と
で
す
が
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
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を
誦
し
、
心
は
三
摩
地
に
住
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
の
境
地
が
実
現

す
る
と
説
か
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
精
神
的
な
面
を
含
め
、
身
体
の
機
能
を

総
動
員
す
る
こ
と
が
、
修
行
の
究
極
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
修
行
が
生
活
全
体
に
関
わ
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
は
、
例
え

ば
、
現
在
も
比
叡
山
で
行
わ
れ
て
い
る
天
台
宗
の
回
峰
行
が
あ
り
ま
す
。

要
す
る
に
全
山
を
一
日
で
め
ぐ
る
修
行
で
、
こ
れ
を
千
日
続
け
れ
ば
千
日

回
峰
行
と
な
り
、
そ
れ
を
達
成
し
た
僧
侶
は
、
宗
門
の
内
外
か
ら
尊
敬
を

集
め
て
い
ま
す
。
こ
の
回
峰
行
は
、
古
来
の
山
の
信
仰
と
も
深
く
関
係
し

て
い
ま
す
が
、
ひ
た
す
ら
山
を
歩
く
こ
と
を
基
本
に
据
え
た
、
ま
る
ご
と

身
体
を
使
っ
た
行
な
の
で
す
。

　
ま
た
、
道
元
が
強
調
す
る
「
行
持
」
は
、
仏
祖
が
歩
ま
れ
た
道
に
い
つ

も
自
ら
の
身
を
置
き
、
仏
祖
の
行
い
に
準
じ
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
顔
を
洗
う
の
も
、
歯
を
磨
く
の
も
、
仏
祖
が
な
さ
れ
た
通
り
に
す
る
。

そ
こ
に
真
実
の
自
己
と
い
う
か
、
仏
が
そ
の
ま
ま
具
現
す
る
、
と
道
元
は

主
張
し
ま
す
。
か
れ
は
、
一
方
で
「
只
管
打
坐
」
を
打
ち
出
し
な
が
ら
、

他
方
で
は
「
行
持
」
の
中
に
真
実
な
る
も
の
が
全
現
す
る
と
論
じ
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
仏
道
を
一
つ
の
円
に
喩
え
る
と
き
、「
只
管
打
坐
」
は

そ
の
円
の
中
心
点
、「
行
持
」
は
そ
の
円
内
の
す
べ
て
に
相
当
す
る
と
い

う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
最
後
に
ご
紹
介
す
る
の
は
、
明
恵
の
「
あ
る
べ
き
や
う
わ
」
の
思
想
で

す
。
こ
れ
は
、『
沙
石
集
』
に
出
て
く
る
も
の
が
有
名
で
、
そ
こ
で
は
、

例
え
ば
、
武
士
は
武
士
の
あ
る
べ
き
あ
り
よ
う
、
商
人
は
商
人
の
あ
る
べ

き
あ
り
よ
う
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
が
正
し
い
生
き
方
だ
と
さ

調
え
る
こ
と
が
修
行
上
、
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
把

捉
の
中
で
定
立
さ
れ
た
実
践
法
が
入
出
息
念
定
で
す
。
玉
城
先
生
は
、
こ

れ
を
基
幹
的
な
も
の
と
し
て
、
現
代
に
甦
ら
せ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ

う
。
深
い
呼
吸
に
心
を
集
中
し
、
そ
れ
と
一
つ
に
な
る
と
い
う
世
界
は
、

身
体
が
現
存
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の
存
在
が
忘
れ
ら
れ
、
超
越
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
悟
り
に
つ

な
が
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
。

　
参
考
資
料
の
中
で
次
に
挙
げ
た
只
管
打
坐
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
道

元
が
説
く
坐
禅
の
究
極
の
す
が
た
の
こ
と
で
す
。
こ
の
「
た
だ
坐
る
」
と

い
う
こ
と
は
、
身
体
が
な
け
れ
ば
坐
れ
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
身
体
が
あ

る
と
い
う
こ
と
が
ベ
ー
ス
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
坐
る
と
い
う
姿
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
、
釈
尊
の
開
悟
・
成
道
の
姿
に
準
じ
た
も
の
で
す
。
た
だ

し
、
釈
尊
の
瞑
想
へ
の
入
り
方
や
具
体
的
な
ポ
ー
ズ
が
ど
う
い
う
も
の
で

あ
っ
た
の
か
、
そ
の
実
態
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
、

中
国
の
『
百
丈
清
規
』
や
日
本
の
道
元
の
『
普
勧
坐
禅
儀
』
に
規
定
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
細
密
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
逆
に
い
え
ば
、

瞑
想
の
仕
方
は
、
仏
教
が
東
ア
ジ
ア
に
伝
来
し
て
以
降
、
手
は
ど
こ
に
ど

の
よ
う
に
置
く
、
足
は
こ
う
組
む
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
き
ち
ん
と
細
か

く
決
ま
っ
て
き
た
の
で
す
。
道
元
の
只
管
打
坐
は
、
そ
う
し
た
身
体
と
呼

吸
に
関
わ
る
精
密
な
規
定
を
踏
ま
え
て
確
立
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

　
ま
た
、
空
海
が
創
り
上
げ
た
日
本
の
密
教
│
こ
れ
は
、
発
祥
地
イ
ン
ド

と
の
関
係
で
い
え
ば
、
中
期
の
密
教
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
す
が
、
こ
の

密
教
で
は
、
三
密
加
持
、
す
な
わ
ち
、「
手
に
印
契
を
作
し
、
口
に
真
言
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把
に
い
い
ま
す
と
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
は
、
イ
ン
ド
仏
教
の
精
神
中
心
主
義

か
ら
逸
れ
て
、
身
体
を
配
慮
す
る
方
向
に
動
い
て
き
た
と
推
測
さ
れ
る
こ

と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
人
格

性
の
問
題
、
ペ
ル
ソ
ナ
の
問
題
に
も
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ

う
。
今
回
の
私
の
基
調
講
演
が
、
新
た
な
仏
教
研
究
へ
の
、
ま
た
比
較
思

想
研
究
へ
の
一
つ
の
糸
口
に
な
れ
ば
、
ま
こ
と
に
幸
い
で
す
。

　
少
々
時
間
を
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
い
、
失
礼
い
た
し
ま
し
た
。
ご
清
聴

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
き
む
ら
・
き
よ
た
か
、
仏
教
・
華
厳
思
想
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
）

れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
種
の
身
分
倫
理
と
し
て
の
「
あ
る
べ
き
や
う
」

の
開
示
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
後
に
、
明
恵
の
当
初
の
意
図
か

ら
は
ず
れ
る
形
で
広
め
ら
れ
、
一
般
化
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
と
い
い
ま
す
の
は
、
栂
尾
の
高
山
寺
に
は
「
阿あ

留る

辺へ

幾き

夜や

宇う

和わ

」
と
い

う
標
題
を
も
つ
掛
板
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
「
酉
　
礼
時
　

唯
信
観
心
式
」、「
戌
　
行
法
一
度
　
三
宝
礼
」、「
亥
　
坐
禅
　
数
息
」、

「
子
丑
寅
三
時
　
休
息
」、

│
「
申
　
会
師
可
要
決
」
な
ど
と
、
何
時
に

は
何
を
す
る
か
と
い
っ
た
、
師
弟
の
一
日
の
過
ご
し
方
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
。
い
わ
ば
、
一
日
の
時
間
ご
と
の
行
事
予
定
表
で
、
こ
れ
に
従
っ
て
生

活
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
「
あ
る
べ
き
や
う
わ
」
を
表
す
と
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。
Ｉ
・
カ
ン
ト
は
、「
な
す
べ
き
だ
か
ら
、
な
す
こ
と
が
で
き
る
」

と
の
定
言
命
法
を
明
示
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
引
き
寄
せ

て
い
え
ば
、
明
恵
は
、
少
な
く
と
も
あ
る
時
期
以
後
、「
あ
る
べ
き
だ
か

ら
、
あ
る
」、
そ
の
日
常
の
あ
り
方
を
毎
日
実
践
す
る
生
活
を
続
け
る
中

で
こ
そ
、
仏
の
世
界
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

小
　
結

　
以
上
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
、
仏
教
に
お
け
る
「
修
行
と
身
体
」
の

問
題
を
考
え
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る

論
点
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
改
め
て
思

う
こ
と
は
、
身
体
や
身
心
相
関
の
問
題
を
仏
教
全
体
の
中
で
し
っ
か
り
と

考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
際
、
大
雑


