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風
土
に
溶
け
込
む
ブ
ッ
ダ
・
ダ
ル
マ

松
本
紹
圭
（
ま
つ
も
と 

し
ょ
う
け
い
）

僧
侶/A

ncestorist

。
武
蔵
野
大
学
客
員
教
授
。 

未
来
の
住
職
塾
の
立
ち
上
げ
、
講
師
を
務
め
る
。

著
書
『
お
坊
さ
ん
が
教
え
る
こ
こ
ろ
が
整
う
掃
除
の
本
』、
翻
訳
書
『
グ
ッ
ド
・
ア
ン
セ
ス
タ
ー 

わ
た
し

た
ち
は
「
よ
き
祖
先
」
に
な
れ
る
か
』、note

マ
ガ
ジ
ン
「
松
本
紹
圭
の
方
丈
庵
」、
ポ
ッ
ド
キ
ャ
ス
ト

「
テ
ン
プ
ル
モ
ー
ニ
ン
グ
ラ
ジ
オ
」
等
。
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◆
第
一
章　
「
わ
た
し
」
か
ら
「
わ
た
し
た
ち
」
へ

資
本
主
義
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
由
来
を
尋
ね
れ
ば
、
パ
ー
リ
語
の
「
気
づ
き
」
を
表
す
「
サ
テ
ィ
」
の

訳
語
に
あ
た
り
、
仏
教
の
禅
で
い
う
と
こ
ろ
の
身
心
脱
落
、
自
ら
を
縛
る
自
我
か
ら
解
放
さ
れ

た
無
我
の
体
得
に
辿
り
つ
く
。
仏
教
が
現
代
に
翻
訳
さ
れ
る
に
お
い
て
、
そ
の
源
流
に
お
ら
れ

た
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
師
は
「
人
間
（hum

an-being

）
と
は
、
関
係
性
に
立
ち
あ
ら
わ

れ
る
間
的
存
在（inter-being
）で
あ
る
」と
説
く
。
大
乗
仏
教
に
お
け
る「
わ
た
し
」と
は「
空
」

で
あ
り
、
す
べ
て
は
変
化
し
続
け
る
縁
の
連
な
り
、
つ
ま
り
は
「
わ
た
し
た
ち
」
の
地
平
の
う

ち
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
現
象
で
あ
る
。

よ
り
多
く
の
確
か
な
「
豊
か
さ
」
に
向
か
い
、
急
き
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
生
き
る
人
生
に
、
私

た
ち
が
資
本
主
義
の
限
界
を
感
じ
始
め
た
一
九
九
〇
年
代
後
半
、
社
会
の
仕
組
み
か
ら
一
定
の

距
離
を
置
く
こ
と
を
望
む
人
々
が
、
精
神
世
界
に
関
心
を
寄
せ
は
じ
め
た
。
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

が
社
会
的
課
題
に
な
る
に
つ
れ
、
心
身
の
ケ
ア
は
、
医
学
的
、
心
理
学
的
な
対
処
療
法
の
み
な

ら
ず
、
身
体
感
覚
を
伴
う
ヨ
ガ
や
瞑
想
、
そ
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
語
り
も
ま
た
、
そ
れ
に

応
え
る
も
の
と
し
て
広
ま
っ
た
。「
い
か
に
生
き
る
か
」
の
問
い
を
抱
き
内
な
る
学
び
を
求
め
る
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人
々
が
、
こ
の
世
の
成
り
立
ち
を
示
す
仏
教
に
ヒ
ン
ト
を
求
め
、
参
照
す
る
動
き
が
国
内
外
で

高
ま
っ
て
い
た
。

世
界
各
地
で
そ
う
し
た
潮
流
が
み
ら
れ
る
な
か
、
当
時
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
大
学
医
学
大
学
院

教
授
だ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
カ
バ
ッ
ト
・
ジ
ン
氏
を
は
じ
め
、
仏
教
の
禅
の
思
想
や
修
行
か
ら
「
宗

教
色
」
を
取
り
除
き
、
西
洋
科
学
と
統
合
し
て
提
示
し
た
の
が
「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
」
と
い

う
概
念
だ
。
こ
う
し
て
、
仏
教
に
馴
染
み
の
な
い
人
々
に
も
伝
わ
り
や
す
く
翻
訳
、
ア
レ
ン
ジ

さ
れ
た
仏
教
的
世
界
観
と
そ
の
教
え
は
、
人
材
開
発
や
人
事
管
理
に
課
題
を
抱
え
る
欧
米
の
ビ

ジ
ネ
ス
界
に
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
能
力
開
発
や
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
の
ツ
ー
ル
と
し
て
の

側
面
を
帯
び
な
が
ら
一
気
に
広
ま
っ
た
。

し
か
し
、
資
本
主
義
の
シ
ス
テ
ム
が
主
体
と
な
っ
て
そ
れ
を
活
用
す
る
場
合
、
精
神
性
も
ま
た
、

消
費
対
象
と
し
て
飲
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
身
心
脱
落
と
は
逆
の
あ
り
方
へ
と
向

か
い
か
ね
な
い
。
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
の
前
提
に
は
、
時
間
の
経
過
と
共
に
、
資
本
は
増
殖
し
、

価
値
は
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
る
発
想
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
人
は
採
用
・
消
費
さ
れ

る
「
人
材
」
と
な
り
、
私
た
ち
は
求
め
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
、
自
ら
の
価
値
を
高
め
、
居
場
所

を
確
保
す
る
こ
と
に
絶
え
ず
急
き
立
て
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
の
内
側
に
い
る
。
そ
う
し
た
自
我
の

拡
大
と
競
争
意
識
が
、
資
本
主
義
と
い
う
均
質
化
し
た
世
界
観
を
支
え
て
き
た
。
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「
わ
た
し
」
か
ら
「
わ
た
し
た
ち
」
へ

し
か
し
今
、
そ
う
し
た
資
本
主
義
そ
の
も
の
が
岐
路
に
立
っ
て
い
る
。「
わ
た
し
」
の
利
益
を
追

求
す
る
人
間
活
動
が
地
球
環
境
に
与
え
る
影
響
が
肥
大
化
し
た
結
果
を
突
き
つ
け
ら
れ
、「
わ
た

し
」
の
利
益
だ
け
を
考
え
て
い
れ
ば
よ
い
時
代
は
終
わ
っ
た
。
無
限
に
拡
大
可
能
と
い
う
前
提

に
立
っ
た
ス
ク
ラ
ッ
プ
＆
ビ
ル
ド
の
経
済
が
終
わ
り
、
有
限
な
資
源
を
、
皆
で
上
手
に
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
し
な
が
ら
活
用
す
る
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
経
済
、
サ
ー
キ
ュ
ラ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
へ
と
社

会
は
移
行
し
つ
つ
あ
る
。

近
代
の
資
本
主
義
を
駆
動
し
て
き
た
過
剰
な
生
産
と
消
費
を
前
提
と
す
る
消
費
社
会
で
は
、
分

解
者
の
存
在
が
見
落
と
さ
れ
て
き
た
。
藤
原
辰
史
氏
は
『
分
解
の
哲
学
：
腐
敗
と
発
酵
を
め
ぐ

る
思
考
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
装
置
を
打
ち
倒
す
た
め
に
、
あ
る
い
は
粉
砕
す
る
た
め
に
装
置
の
真
似
を
し
て
、
結
局
飲
み
込

ま
れ
る
。
歴
史
は
そ
の
繰
り
返
し
だ
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
装
置
が
扱
い
切
れ
て
い
な
い
分

解
過
程
を
加
速
さ
せ
る
こ
と
。
そ
う
す
れ
ば
、装
置
が
量
産
す
る
不
正
義
も
ま
た
、「
運
命
」や「
宿

命
」
の
座
を
分
解
に
譲
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
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制
度
改
革
や
慣
習
の
撤
廃
な
ど
、
結
論
が
持
ち
込
ま
れ
る
だ
け
で
は
、
装
い
が
変
わ
る
だ
け
で
、

形
を
変
え
て
従
来
と
同
様
の
現
象
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
そ
こ
に
分
解
の
作
用
が
起
き
て
こ
そ
、

次
な
る
新
た
な
展
開
が
示
さ
れ
て
い
く
。

日
々
、
新
陳
代
謝
の
中
で
剥
が
れ
落
ち
る
自
ら
の
皮
膚
に
は
じ
ま
り
、
生
活
か
ら
生
ま
れ
る
ゴ

ミ
は
、
大
地
や
大
気
に
戻
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
分
解
さ
れ
ず
に
溜
ま
る
も
の
も
あ
る
。
も
の
ご

と
は
分
解
に
よ
っ
て
こ
の
世
を
巡
り
、
腐
敗
ま
た
は
発
酵
に
よ
っ
て
別
の
存
在
へ
と
変
容
し
て

い
く
。「
掃
除
す
る
」「
耕
す
」
と
い
う
人
の
行
為
は
、
循
環
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
分

解
の
営
み
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
破
壊
さ
れ
た
土
地
の
再
生
の
た
め
、
荒
地
を
掃
除
す
る
存
在
が

い
る
。
種
が
撒
け
る
よ
う
硬
直
し
た
大
地
を
耕
す
存
在
が
い
る
。
破
壊
と
創
造
を
つ
な
ぎ
、
生

産
と
消
費
を
つ
な
ぐ
分
解
者
に
こ
そ
、
意
識
を
向
け
た
い
。
世
界
が
停
止
し
な
い
の
は
、
そ
う

し
た
分
解
者
の
お
陰
だ
が
、
大
抵
は
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
と
は
無
縁
の
と
こ
ろ
で
分
解
者
は
機
能
し
て

い
る
。
誰
も
が
生
産
と
消
費
、
破
壊
と
再
生
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
同
時
に
分
解
者
と
し
て
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
た
い
。
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ひ
ら
か
れ
た
仲
間
と
、
共
に
育
て
る

根
っ
こ
が
揺
ら
ぐ
も
の
な
ら
ば
、
軸
は
定
ま
ら
ず
、
実
り
も
貧
弱
な
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。

釈
迦
牟
尼
ブ
ッ
ダ
は
、
根
を
張
る
た
め
に
仲
間
と
戒
（
習
慣
）
の
実
践
を
共
に
し
て
い
く
こ
と

を
薦
め
て
い
る
。
か
つ
て
は
家
庭
や
村
、
地
域
と
い
っ
た
共
同
体
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
、
仲

間
と
共
に
す
る
習
慣
の
数
々
は
、
個
人
が
尊
重
さ
れ
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
都
市

部
に
お
い
て
失
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
世
界
が
様
々
な
危
機
を
共
に
体
験
す
る
な
か
で
、
今
、

「
誰
と
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に
共
有
し
う
る
か
」
と
い
う
、
私
的
領
域
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
の
関
係

性
の
捉
え
直
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
昨
今
、
世
界
的
に
も
「
わ
た
し
」
中
心
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル

ネ
ス
を
「
わ
た
し
た
ち
」
へ
と
広
げ
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
が
広
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
て
い
る
。
そ
う
し
た
視
点
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
の
コ
モ
ン
ズ
（
共
同
体
）
を
創
る
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
共
同
体
と
い
っ
た
と
き
、
帰
属
を
め
ぐ
る
あ
り
方
は
個
々
に
委
ね
ら
れ
て
い
い
。
遊

牧
の
民
の
よ
う
に
移
動
し
な
が
ら
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
上
に
「
わ
た
し
た
ち
」
を
共
有
す
る
人

も
い
れ
ば
、
土
地
に
根
付
く
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
大
事
な
の
は
、
誰
か
か
ら
与
え
ら
れ
る
一
つ

の
枠
組
み
に
収
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
や
思
想
、
身
体
性
を
も
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
に
と
っ
て
の
ほ
ど
よ
い
繋
が
り
を
創
造
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
だ
。
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生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
創
造
の
連
続
で
あ
り
、
自
ら
の
は
か
ら
い
を
越
え
た
と
こ

ろ
に
縁
は
展
開
す
る
。
わ
た
し
は
常
に
、
他
者
と
つ
な
が
り
、
過
去
と
も
未
来
と
も
共
に
あ
る
。

同
時
に
、「
独
生
独
死
独
去
独
来
」
の
存
在
と
し
て
、
絶
対
的
な
孤
独
を
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
孤
独
こ
そ
が
、
そ
の
悲
し
み
を
知
る
者
同
士
を
繋
ぐ
地
平
と
な
っ
て
き
た
。
共
同
体
の
一

人
で
あ
り
な
が
ら
、
ど
こ
ま
で
も
孤
独
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
、
互
い
を
侵
さ
な
い
こ
の
世
の

矛
盾
を
、
仏
教
は
多
層
的
に
受
け
と
め
て
き
た
。
日
本
の
仏
教
世
界
に
は
、
実
に
豊
か
な
「
わ

た
し
た
ち
」
性
が
育
ま
れ
て
き
た
の
だ
。

◆
第
二
章　

日
本
仏
教
と
「
グ
ッ
ド
・
ア
ン
セ
ス
タ
ー
」

日
本
の
お
寺
は
「
二
階
建
て
」

「
わ
た
し
た
ち
」
性
へ
と
開
か
れ
て
い
く
、
日
本
仏
教
。
し
か
し
一
方
、
日
本
の
お
寺
で
僧
侶
と

し
て
活
動
し
て
き
た
私
自
身
、
現
実
の
お
寺
は
葬
儀
・
法
事
・
墓
参
り
と
い
っ
た
死
者
供
養
に

関
す
る
こ
と
が
主
体
で
あ
り
、
今
を
生
き
て
い
る
「
わ
た
し
」
が
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
も
感
じ
て
き
た
。
い
わ
ば
、
過
去
に
生
き
た
死
者
を
中
心
と
し
た
「
先
祖
教
」
と
呼
ぶ
べ

き
日
本
仏
教
の
側
面
を
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
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日
本
の
仏
教
は
、「
二
階
建
て
」
構
造
で
捉
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
一
階
は
、
亡
き
人
を
弔
う

「
先
祖
供
養
」
の
場
、
二
階
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
や
坐
禅
と
い
っ
た
、
今
を
生
き
る
人
が
、
こ

の
世
の
あ
り
方
や
生
き
方
を
問
う
「
仏
道
」
の
場
だ
。
現
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
宗
教
と
し

て
の
仏
教
は
、
主
に
は
先
祖
供
養
の
儀
式
を
担
う
一
階
へ
の
出
入
り
が
中
心
に
あ
る
。
過
去
に

は
戸
籍
管
理
を
担
っ
て
い
た
歴
史
的
背
景
か
ら
、
お
寺
の
仕
組
み
は
家
系
を
単
位
と
す
る
檀
家

制
度
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、今
日
ま
で
支
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
に
「
家
の
ご
先
祖
様
を
大
切
に
」

「
慈
悲
の
こ
こ
ろ
を
、子
へ
孫
へ
」
と
い
っ
た
家
族
制
度
を
前
提
と
し
た
感
謝
と
慈
悲
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
が
添
え
ら
れ
る
の
は
、
自
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
よ
い
よ
こ
れ
ま
で
の
宗
教
観
や
家
族

観
は
崩
れ
は
じ
め
、
一
階
を
支
え
て
き
た
社
会
構
造
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
も
は
や
、
家
制
度

を
背
景
と
し
た
画
一
的
な
「
あ
る
べ
き
家
」
論
に
基
づ
く
道
徳
観
は
、
排
他
的
に
も
な
り
か
ね

な
い
。

一
方
で
、
現
代
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
の
違
和
感
や
そ
れ
に
応
え
る
こ
と
へ
の
限
界
か
ら
、
仏
教
的

世
界
観
に
共
鳴
す
る
人
々
や
、
欧
米
か
ら
逆
輸
入
さ
れ
た
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
入
口
に
、
お

寺
の
二
階
に
足
を
運
ぶ
人
々
は
増
え
て
い
る
。
今
、
仏
教
は
「
宗
教
」
か
ら
解
放
さ
れ
、
思
想

哲
学
や
所
属
を
超
え
た
「spiritual but not religious
」
な
普
遍
的
世
界
観
と
し
て
、
多
様
な

表
現
と
手
法
を
も
っ
て
広
く
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
の
潮
流
を
、
私
は
「Post 

Religion

（
ポ
ス
ト
・
レ
リ
ジ
ョ
ン
）」
と
呼
ん
で
き
た
。
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一
階
の
先
祖
供
養
空
間
と
二
階
の
仏
道
空
間
は
、
そ
れ
を
包
含
す
る
の
が
大
乗
仏
教
の
お
寺
で

あ
る
限
り
、
本
来
、
時
空
を
超
え
た
「
縁
起
／
空
」
の
世
界
観
に
よ
っ
て
、
そ
の
全
体
性
が
保

た
れ
る
も
の
だ
と
思
う
。
し
か
し
、「
家
系
」「
わ
た
し
」「
過
去
」「
今
」と
い
っ
た
枠
の
な
か
に
あ
っ

て
は
、一
階
と
二
階
が
ど
う
し
て
も
分
断
し
て
し
ま
う
。
果
た
し
て
日
本
仏
教
の
一
階
と
二
階
は
、

い
か
に
し
て
共
に
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
グ
ッ
ド
・
ア
ン
セ
ス
タ
ー
」
と
の
出
会
い

人
生
百
年
と
言
わ
れ
る
時
代
。
こ
の
世
に
滞
在
す
る
時
間
が
長
く
な
っ
た
分
、
私
た
ち
は
、
ゆ
っ

た
り
と
人
生
を
送
れ
て
い
る
か
。
私
は
む
し
ろ
、
時
代
が
進
む
に
連
れ
て
、
よ
り
多
く
の
も
の

ご
と
が
よ
り
小
刻
み
に
迫
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
そ
ん
な
毎
日
を
生
き
て
い
て
、
は

た
し
て
広
い
視
野
で
世
界
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

今
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
「
多
様
性
」「
共
生
」「
サ
ス
テ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」
を
問
い
な
が
ら
、

未
来
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
本
当
の
と
こ
ろ
、
ど
れ
だ
け
他
者
に
ま

な
ざ
し
を
向
け
、
自
ら
の
体
験
の
範
囲
を
超
え
る
世
界
の
こ
と
を
尊
重
で
き
て
い
る
だ
ろ
う
。

企
業
は
四
半
期
決
算
、
政
治
は
次
期
選
挙
で
の
結
果
を
出
す
た
め
の
施
策
に
追
わ
れ
て
い
る
。
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子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
背
負
い
込
ん
だ
責
任
や
義
務
、
問
わ
れ
る
価
値
に
必
死

に
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
絶
え
間
な
く
、
デ
ジ
タ
ル
端
末
は
小
刻
み
に
こ
な
す
べ
き

タ
ス
ク
を
提
示
し
、
欲
を
掻
き
立
て
、
危
険
を
知
ら
せ
る
通
知
を
鳴
ら
す
。
次
に
何
を
す
る
べ

き
か
、
通
知
に
促
さ
れ
る
う
ち
に
、
私
た
ち
の
中
に
タ
ス
ク
や
欲
や
危
険
の
数
々
が
、
際
限
な

く
創
り
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
文
化
思
想
家
ロ
ー
マ
ン
・
ク
ル
ツ
ナ
リ
ッ
ク
は
、
著
書
『T

he Good A
ncestor

』

の
な
か
で
、
そ
う
し
た
圧
倒
的
な
短
期
思
考
優
位
の
現
代
社
会
に
警
笛
を
鳴
ら
す
。
短
期
に
刻

ま
れ
た
時
間
を
生
き
る
私
た
ち
に
、
世
代
を
超
え
た
視
野
を
も
っ
て
「
今
」
を
生
き
る
長
期
思

考
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
私
は
同
書
を
翻
訳
す
る
ご
縁
を
い
た
だ
き
、
二
〇
二
一
年
秋
、

『
グ
ッ
ド
・
ア
ン
セ
ス
タ
ー　

わ
た
し
た
ち
は
「
よ
き
祖
先
」
に
な
れ
る
か
』（
あ
す
な
ろ
書
房
）

が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
経
験
を
通
じ
て
、私
は
「
グ
ッ
ド
・
ア
ン
セ
ス
タ
ー
（
よ
き
祖
先
）」
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
、
日
本
仏
教
と
先
祖
供
養
の
関
係
を
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
一
見
分

か
れ
て
見
え
る
お
寺
の
一
階
（
先
祖
供
養
）
と
二
階
（
仏
道
）
が
、
い
か
に
し
て
本
当
は
繋
が
っ

て
い
る
の
か
を
発
見
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
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「
先
祖
」
か
ら
「
祖
先
」
へ

先
祖
を
敬
い
、「
過
去
」
へ
と
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
は
、「
今
」
に
閉
じ
が
ち
な
「
わ
た
し
」
を

開
く
営
み
で
あ
る
。
同
時
に
、
子
孫
を
思
い
、「
未
来
」
へ
と
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
も
ま
た
、
同

様
で
あ
る
。
私
た
ち
は
い
ず
れ
、
未
来
の
世
代
に
と
っ
て
の
過
去
な
る
存
在
「
祖
先
」
に
な
る
。

日
本
仏
教
は
、
死
者
の
供
養
と
い
う
儀
礼
を
通
じ
て
、
過
去
を
振
り
返
る
営
み
を
重
ね
て
き
た

が
、
過
去
に
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
同
時
に
未
来
を
志
向
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
私
に
と
っ

て
こ
の
こ
と
は
、『
グ
ッ
ド
・
ア
ン
セ
ス
タ
ー
』
の
翻
訳
作
業
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
、
最
大
の
気

づ
き
だ
っ
た
。「
い
ず
れ
自
分
も
そ
ち
ら
へ
行
く
」
こ
と
が
自
ず
と
思
い
出
さ
れ
る
毎
朝
の
仏
壇

参
り
は
、
い
わ
ば
死
者
を
媒
介
と
し
た
「
死
の
瞑
想
」
的
な
日
々
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
実
践

と
呼
べ
る
の
で
は
な
い
か
。

思
え
ば
仏
教
で
は
、
私
た
ち
の
願
い
を
一
切
衆
生
に
振
り
向
け
る
こ
と
を
回
向
と
呼
び
、
法

要
の
読
経
に
は
回
向
文
が
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
願
い
を
振
り
向
け
ら
れ
る
先

は
、
現
在
を
生
き
る
人
間
だ
け
で
な
く
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
す
べ
て
、
そ
れ
も
過
去
と
未

来
を
含
む
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
へ
と
広
が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
習
慣
は
、
ロ
ー
マ
ン
が
「D

eep 
tim

e

」
と
表
現
す
る
、
悠
久
の
時
間
軸
で
世
界
を
捉
え
る
長
期
思
考
を
日
常
に
呼
び
込
む
こ
と

で
も
あ
ろ
う
。
山
川
草
木
悉
有
仏
性
と
い
う
考
え
方
が
流
通
す
る
な
ど
、
人
間
と
い
う
種
を
越
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え
て
万
物
に
霊
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
日
本
の
風
土
は
、
私
た
ち
を
無
意
識
的
に
も
時
空
間
を

超
え
る
「D

eep T
im

e

」
ヘ
と
誘
う
機
能
を
果
た
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

な
お
、
私
は
本
書
の
翻
訳
に
あ
た
り
、「
ア
ン
セ
ス
タ
ー
」
を
「
先
祖
」
で
は
な
く
「
祖
先
」
と

訳
し
た
。
先
祖
と
い
う
言
葉
に
は
、
血
縁
に
限
定
さ
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
が
、
ロ
ー
マ
ン

が
意
図
す
る
ア
ン
セ
ス
タ
ー
は
、
血
縁
に
閉
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
未
来
を
創
造
す
る
主
体
は

ひ
ら
か
れ
た
「
わ
た
し
た
ち
」
で
あ
り
、そ
こ
に
は
、今
を
生
き
る
存
在
の
多
様
性
の
み
な
ら
ず
、

祖
先
か
ら
未
来
世
代
ま
で
、時
間
や
空
間
を
超
え
た
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
を
招
き
入
れ
た
い
。「
先

祖
供
養
」
か
ら
「
祖
先
供
養
」
へ
。
そ
こ
に
、「
先
祖
教
」
と
し
て
の
日
本
仏
教
が
、
と
も
す
れ

ば
血
縁
主
義
の
「
家
族
教
」
へ
と
転
じ
て
し
ま
う
こ
と
を
防
ぎ
、
血
縁
を
超
え
た
つ
な
が
り
へ

と
開
か
れ
て
い
く
道
が
あ
る
と
思
う
。

い
か
に
し
て
わ
た
し
た
ち
は
よ
き
祖
先
に
な
れ
る
か

「
い
か
に
し
て
わ
た
し
た
ち
は
よ
き
祖
先
に
な
れ
る
か
」。
こ
の
問
い
に
応
え
る
と
き
、
然
る
べ

き
出
発
点
は
、「
祖
先
」
の
あ
り
方
を
問
う
よ
り
先
に
、「
今
、
受
け
取
っ
て
い
る
恵
み
に
気
づ
く
」

こ
と
で
は
な
い
か
。
今
、自
分
が
歩
く
足
元
の
道
に
、無
数
の
人
々
が
歩
い
て
き
た
痕
跡
を
み
る
。
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先
人
た
ち
が
手
掛
け
た
仕
事
の
な
か
に
、
ト
ラ
イ
＆
エ
ラ
ー
を
繰
り
返
し
な
が
ら
果
た
さ
れ
て

き
た
歴
史
を
知
る
。
そ
う
し
て
今
を
縁
起
す
る
無
数
の
存
在
か
ら
い
た
だ
く
恵
み
を
受
け
取
っ

て
、
今
の
わ
た
し
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
こ
と
は
、
自
分
も
名
も
な
き
祖
先
の
一
人
、
縁
起

の
一
点
と
し
て
、
他
者
に
恵
み
を
渡
し
、
遺
し
て
い
く
存
在
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
で
も

あ
る
だ
ろ
う
。

背
負
い
込
ん
だ
役
割
や
責
任
に
追
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
「
わ
た
し
」
の
日
常
は
、
い
つ

い
か
な
る
地
点
に
お
い
て
も
、
無
数
の
他
者
と
共
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
自

分
が
立
っ
て
い
る
「
い
ま
こ
こ
」
は
、「
私
の
今
」
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。「
わ
た
し
」
は
縁

起
す
る
連
な
り
の
一
部
で
あ
る
と
知
り
、
そ
の
連
な
り
に
仲
間
性
を
感
じ
て
生
き
る
の
が
、
人

間
の
素
朴
な
感
覚
で
は
な
い
か
。
ロ
ー
マ
ン
の
呼
び
か
け
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
仏
教
の
縁
起

の
世
界
観
か
ら
、「
よ
き
祖
先
」
を
問
う
て
い
き
た
い
。
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◆
第
三
章　

風
土
仏
教

「
わ
た
し
」
を
拡
張
す
る
先
祖
供
養
の
習
慣

現
代
は
「
人
新
世
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
大
地
の
堆
積
物
（
地
質
）
か
ら
時
代
を
区

分
す
る
、
地
質
学
に
よ
る
現
代
を
表
す
表
現
だ
。
地
球
環
境
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
人
類
に

自
制
を
求
め
る
考
え
方
で
も
あ
る
。
自
然
環
境
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
は
事

実
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
地
球
を
人
類
が
ハ
ン
ド
リ
ン
グ
し
て
い
る
と
い
う
自
己
認
識
が
見
え
隠

れ
す
る
。
自
ら
の
生
命
ひ
と
つ
と
っ
て
も
、
未
知
な
る
神
秘
で
溢
れ
て
お
り
、
自
分
の
身
体
の

こ
と
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い
。
地
球
を
共
有
財
産
と
し
て
捉
え
、
自
然
も
人
間
存
在
も
、
す
べ
て

は
そ
の
一
部
と
み
る
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
視
点
か
ら
、「
わ
た
し
」
を
「
わ
た
し
た
ち
」
の
地
平
へ

と
開
い
て
い
く
こ
と
が
そ
も
そ
も
の
仏
教
精
神
で
あ
っ
た
。

資
本
主
義
社
会
が
称
賛
し
て
き
た
「
成
功
」
と
は
、
物
質
的
な
増
殖
と
繁
栄
を
永
続
的
に
欲
す

る
、
俗
世
の
「
わ
た
し
」
の
肥
大
化
だ
。
そ
こ
で
増
殖
さ
れ
た
資
本
は
、
そ
の
延
長
線
上
に
あ

る
血
縁
者
に
享
受
・
相
続
さ
れ
ゆ
く
私
有
財
産
、
つ
ま
り
、
家
系
に
閉
じ
た
循
環
の
な
い
「
成
功
」

と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
明
治
期
、
日
本
の
近
代
化
の
た
め
「
個
人
」
の
観
念
が
導
入

さ
れ
る
以
前
の
日
本
人
に
と
っ
て
、「
わ
た
し
」
と
は
、
お
お
ら
か
な
広
が
り
の
あ
る
縁
に
依
る
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「
わ
た
し
た
ち
」
に
近
い
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
支
え
て
い
た
の
が
、
日
常
の
中

で
先
祖
や
祖
先
、
神
仏
と
い
っ
た
、
時
空
間
を
超
え
た
連
な
り
に
あ
る
存
在
に
、
手
を
合
わ
せ

る
よ
う
な
暮
ら
し
の
習
慣
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
無
数
の
縁
と
感
応
道
交
す
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
な
習

慣
は
、
日
本
の
暮
ら
し
や
文
化
に
自
然
と
溶
け
込
み
、
日
常
的
に
ひ
ら
か
れ
た
つ
な
が
り
を
思

い
出
さ
せ
て
く
れ
て
い
た
の
だ
。

今
、
取
り
戻
す
べ
き
は
、
そ
う
し
て
こ
れ
ま
で
追
い
や
っ
て
き
た
「
縁
」
を
現
代
社
会
に
再
び

取
り
込
み
、
再
構
築
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
祖
先
と
い
う
過
去
と
の
縁
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ

く
る
未
来
と
の
縁
、
そ
し
て
、
隣
人
、
他
者
、
異
な
る
種
や
地
球
惑
星
と
の
縁
で
も
あ
る
。
時

空
間
の
ど
こ
を
ど
う
切
り
取
っ
て
み
て
も
、「
わ
た
し
」
は
そ
れ
ら
の
一
部
に
他
な
ら
な
い
。

「
戒
」
と
は
良
き
習
慣
の
こ
と

習
慣
は
、
私
た
ち
の
日
々
の
身
体
行
為
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
決
し
て
難
し
い
こ
と

で
は
な
く
、
掃
除
を
す
る
、
料
理
を
す
る
、
お
茶
を
交
わ
す
、
季
節
の
も
の
を
戴
く
と
い
っ
た
、

多
く
の
人
が
共
有
で
き
る
生
活
実
践
だ
。
そ
う
し
た
、
古
来
よ
り
そ
の
本
質
は
変
わ
る
こ
と
の

な
い
何
気
な
い
生
活
習
慣
こ
そ
が
、
人
間
相
互
の
信
頼
を
育
み
、
対
立
を
超
え
た
真
の
平
和
を
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保
つ
基
盤
と
な
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

仏
教
で
は
、
そ
れ
ら
の
生
活
実
践
（
習
慣
）
を
「
戒
」
と
呼
び
、
仲
間
と
共
に
実
践
す
る
戒
が
、

あ
ら
ゆ
る
仏
道
の
根
本
に
据
え
ら
れ
て
き
た
。
仏
道
の
基
本
は「
戒
定
慧
」の
三
学
に
あ
る
。「
戒
」

と
は
良
き
習
慣
を
身
に
つ
け
る
戒
律
の
こ
と
。「
定
」
は
、
心
の
平
静
を
保
つ
こ
と
を
表
し
、
マ

イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
「
慧
」
は
さ
と
り
を
開
き
、
自
己
と
世
界
を
正
し
く

見
る
智
慧
を
さ
す
。
戒
を
も
っ
て
根
を
貼
り
、定
を
も
っ
て
幹
を
育
て
、慧
を
も
っ
て
実
ら
せ
る
。

お
お
ら
か
さ
や
寛
容
性
を
特
徴
と
す
る
日
本
仏
教
に
は
、
厳
し
い
出
家
仏
教
的
な
「
戒
」
は
十

分
に
根
付
か
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
習
慣
は
大
切
に
さ
れ
て
き
た
。

基
本
的
に
戒
は
、
自
分
や
他
人
を
裁
く
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
裁
か
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
義

務
的
に
守
る
も
の
で
も
な
い
。「
戒
を
守
る
の
で
は
な
い
。
戒
に
守
ら
れ
る
の
で
す
」
と
、
タ
イ

で
出
家
さ
れ
た
僧
侶
、
プ
ラ
ユ
キ
・
ナ
ラ
テ
ボ
ー
師
は
述
べ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
「
戒
＝
習
慣
」

と
捉
え
る
な
ら
ば
、「
習
慣
に
守
ら
れ
る
」
の
は
我
が
身
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
よ
く
わ
か
る
。

私
た
ち
人
間
は
習
慣
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
生
き
物
だ
。
行
動
の
仕
方
、言
葉
の
使
い
方
、考
え
方
。

普
段
自
然
に
し
て
い
る
こ
と
の
多
く
は
、
幼
い
頃
か
ら
の
繰
り
返
し
の
習
慣
の
な
か
で
身
に
つ

け
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
自
ら
の
心
や
身
体
を
守
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
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現
代
の
生
活
環
境
は
人
そ
れ
ぞ
れ
に
多
様
化
し
て
い
る
。
一
人
で
お
こ
な
う
生
活
実
践
も
よ
し
、

他
者
と
の
交
わ
り
の
中
で
な
さ
れ
る
共
通
経
験
も
よ
し
。
状
況
に
合
わ
せ
て
、
様
々
な
形
を
交

え
な
が
ら
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
よ
き
習
慣
を
保
ち
、
心
平
和
で
生
き
る
こ
と
が
、
何
に
お
い
て

も
出
発
点
で
は
な
い
か
。
当
た
り
前
で
あ
る
が
ゆ
え
、
あ
ま
り
注
目
を
さ
れ
ず
に
い
た
が
、
実

は
そ
う
し
た
日
々
の
「
当
た
り
前
」
を
通
じ
て
し
か
、
私
た
ち
が
グ
ッ
ド
・
ア
ン
セ
ス
タ
ー
に

な
る
道
は
な
い
の
だ
と
私
は
思
う
。

巡
礼
で
味
わ
う
風
土
仏
教

私
た
ち
は
、さ
ま
ざ
ま
な
リ
ズ
ム
の
習
慣
を
大
切
に
し
て
き
た
。
毎
朝
の
仏
壇
参
り
な
ど
「
日
々
」

の
習
慣
、
村
人
が
月
例
で
集
ま
る
講
な
ど
「
月
次
」
の
習
慣
、
盆
暮
彼
岸
の
墓
参
り
や
節
分
な

ど
、「
季
節
」
の
習
慣
。
波
長
の
異
な
る
リ
ズ
ム
が
輻
輳
し
つ
つ
、私
た
ち
の
人
生
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
変
化
し
な
が
ら
も
調
和
を
保
つ
。
し
か
し
時
に
、
リ
ズ
ム
が
乱
れ
た
り
、
弱
く
な
っ
た
り
、

バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
全
体
性
を
見
失
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
時
、
私
た
ち
は
ひ
と
と

き
日
常
か
ら
抜
け
出
す
旅
に
出
て
、
非
日
常
に
身
を
浸
す
経
験
を
大
切
に
し
て
き
た
。
宗
教
的

に
は
そ
れ
を
、
巡
礼
と
呼
ぶ
。
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私
た
ち
の
日
常
生
活
に
隣
り
合
っ
て
存
在
す
る
町
や
村
の
お
寺
が
日
常
生
活
に
お
け
る
「
よ
き

習
慣
の
道
場
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
時
に
そ
れ
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
っ
て
人
生
の
リ
ズ
ム
全
体
に

変
化
を
与
え
て
く
れ
る
非
日
常
体
験
の
道
場
は
、
こ
の
日
本
の
風
土
に
包
摂
さ
れ
た
、
巡
礼
路

や
巡
礼
文
化
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
日
本
に
は
古
来
か
ら
、
多
く
の
巡
礼
路
が

発
達
し
て
き
た
。
高
野
山
か
ら
熊
野
、
お
伊
勢
参
り
、
四
国
遍
路
と
い
っ
た
有
名
な
巡
礼
地
に

限
ら
ず
、
ど
ん
な
山
を
登
っ
て
も
そ
こ
此
処
に
先
人
た
ち
が
そ
の
道
を
歩
き
、
立
ち
止
ま
っ
て

祈
り
を
捧
げ
た
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
界
に
も
巡
礼
路
は
数
多
く
存
在
す
る
が
、
日

本
は
と
り
わ
け
治
安
が
良
く
、
安
心
し
て
歩
け
る
の
も
魅
力
だ
。
心
を
落
ち
着
け
て
耳
を
す
ま

せ
ば
、
名
も
な
き
人
々
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

 

東
京
と
い
う
大
都
市
で
さ
え
、
東
京
タ
ワ
ー
の
上
か
ら
地
上
を
眺
め
て
み
れ
ば
、
街
に
点
在
す

る
神
社
仏
閣
や
墓
地
の
多
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
私
た
ち
は
、
如
何
な
る
時
も
、
時
空
を
超
え
た

存
在
と
共
に
あ
る
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
気
づ
く
。
見
え
な
い
存
在
と
の
縁
を
思
い
出
し
、
感
じ

る
習
慣
が
、
か
つ
て
の
日
本
の
暮
ら
し
に
は
根
付
い
て
い
た
。
図
ら
ず
も
、
仏
教
的
世
界
観
が

日
常
に
染
み
込
み
、
人
々
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
、
生
き
て
い
た
の
だ
。

イ
ギ
リ
ス
の
作
曲
家
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
イ
ー
ノ
が
提
唱
し
た
音
楽
の
ジ
ャ
ン
ル
、
ア
ン
ビ
エ
ン
ト
・

ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
が
「
周
囲
の
環
境
に
溶
け
込
ん
だ
音
楽
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
仏
教
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は
ア
ン
ビ
エ
ン
ト
・
ブ
デ
ィ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
「
周
囲
の
環
境
に
溶
け
込
ん
だ
仏
教
」
と
呼
べ

る
の
で
は
な
い
か
。
し
ば
し
ば
「
環
境
音
楽
」
と
翻
訳
さ
れ
る
ア
ン
ビ
エ
ン
ト
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
は
、
よ
り
豊
か
な
質
感
を
伴
っ
て
「
風
土
音
楽
」
と
翻
訳
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
の
を
自
論
と

す
る
私
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
仏
教
は
「
風
土
仏
教
」
と
名
づ
け
た
く
も
な
る
。

百
年
後
、
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
未
来
世
代
に
と
っ
て
、
私
た
ち
は
い
か
に
し
て
よ
り
よ
き

祖
先
に
な
れ
る
だ
ろ
う
か
。
風
土
仏
教
に
身
を
委
ね
な
が
ら
共
に
問
い
を
深
め
る
と
き
、
き
っ

と
そ
こ
に
は
ブ
ッ
ダ
・
ダ
ル
マ
の
風
が
吹
い
て
い
る
だ
ろ
う
。


