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今
、
巻
頭
言
執
筆
に
あ
た
り
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
が
去
来
し
て
い
る
。

仏
教
と
仏
教
学
の
今
日
的
課
題
。
濁
世
と

い
わ
れ
る
時
代
の
中
の
人
間
の
問
題
。
戦
争
、
平
和
、
環
境
、
貧
困
、
差
別
等
々
の

諸
問
題
。
九
年
連
続
三
万
人
を
超
え
た
自
死
者
の
問
題
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
仏
教
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の

か
、
当
面
の
課
題
は
山
積
し
て
い
る
。

し
か
し
私
が
今
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
問
題
は
、
右

の
い
づ
れ
で
も
な
く
、
「
大
学
教
育
は
ど
こ

へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
」

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
あ
え
て
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
大
学
が
大
学
そ
の
も
の
を
見
失

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
言
う
危
惧
が
私
自
身
の
中
で
近
年
、
ま
す
ま
す
増
幅
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
学
問
研
究
を
試
み
、
人
間
教
育
を
施
す
場
」
と

い
う

の
は

「
今
は
昔
」
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
時
に

「
研
究
は

い
ら
な

い
、

教
育
に
専
念
し
て
欲
し
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
教
育
と
は
、
著
名
な
企
業
に
就
職
さ

せ
る
た
め
の
教
育
指
導
で
あ
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

大
方
の
学
生
も
保
護
者
も
そ
の
こ
と
を
欲
し
て
い
る
。
し
た
が

つ
て
そ
の
希
望
を
叶
え
て
く
れ
る
大
学
が
よ
い
大
学
な
の
で
あ

る
。
大
学
も
必
至
に
そ
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
た
め
に
邁
進
す
る
。
あ
る
学
生
が

「
仏
教
な
ど
勉
強
し
て
何
の
役
に
立
ち
ま
す
か
。

資
格
を
取
る
勉
強
を
し
た
方
が
い
い
」
と
言

っ
た
。
そ
れ
が
役
に
立

つ
か
立
た
な
い
か
。
そ
れ
は
、

い
か
に
効
率
の
い
い
学
校
経

営
を
す
る
か
と
考
え
る
大
学
と
同

一
線
上
に
あ
る
問

い
で
あ
る
。
大
学
の
か
か
え
る
間
は
ま
す
ま
す
深
く
な
る
、
そ
こ
は
人
間
を

育
て
る
場
で
は
な
く
な

っ
て
い
く
。

大
学
の
危
機
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
。
し
か
し
そ
れ
は
大
学

「
経
営
」
の
危
機
で
あ
る
。
少
子
化
社
会
に
お
け
る
大
学
存
続
の
危

殆
で
あ
る
。
従

つ
て
何
と
か
生
き
残
る
た
め
の
サ
バ
イ
バ
ル
が
展
開
さ
れ
る
。

大
学
が
学
生
を
選
ぶ
時
代
か
ら
、
学
生
が
好
み
に
よ

つ
て
大
学
を
選
ぶ
時
代
と
な

っ
た
。
学
生
が
喜
ぶ
よ
う
な
、
交
通
至
便
な

土
地

へ
の
移
転
。

ハ
ー
フ
の
ゴ
ル
フ
コ
ー
ス
の
設
置
。
自
動
車
学
校
を
併
設
し
て
免
許
取
得
の
便
宜
を
は
か
る
大
学
等
枚
挙
に
違

が
な
い
。
私
は
こ
れ
ら
の
経
営
努
力
を
た
だ
軽
蔑
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
に
心
が
痛
む
こ
と
さ
え
あ
る
。
し

か
し
敢
え
て
言
え
ば
、
大
学
は
大
学
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
大
学
は

そ
の
大
学
の
卒
業
生
の
た
め
の
も
の
で
も
、
教
職
員
の
た
め
の
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
存
在
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
人
間
の
た
め

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
を
必
要
と
し
な
い
大
学
は
そ
の
存
在
を
否
定
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
え
よ
う
。
か

つ
て
大
宅
荘

一
は
、
雨
後
の
筍
の

ご
と
く
乱
立
し
た
大
学
を
評
し
て

「
駅
弁
大
学
」
と
言

っ
た
。
そ
れ
が
、
今
日
淘
汰
さ
れ
る
時
代
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
「
貧
す

れ
ば
鈍
す
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
私
が
大
学
問
題
を
考
え
る
と
き
、
常
に
脳
裏
に
去
来
す
る
言
葉
で
あ
る
。
私
は
決
し
て
綺
麗
ご

と
を
言

っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
「
貧
し
て
も
」
鈍
す
る
こ
と
の
な
い
道
が
必
ず
あ
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
道
を
模
索
し
よ
り
的
確

な
方
途
を
求
め
る
こ
と
が
大
学
人
の
責
務
と
い
う
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
意
外
に
も
脚
下
に
あ
る
こ
と
も
あ
る
。

十
年
前
の
本
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
素
晴
ら
し
く
美
し
い
も
の
で
あ

っ
た
。
今
は
ど
う
か
。
も
う
少
し
内
に
目
を
向
け
る
こ
と
も
肝

要
で
あ
る
。

行
き
先
向
こ
う
ば
か
り
を
見
て
、
足
元
を
み
ぬ
は
踏
み
か
ぶ
る
な
り
と
い
う
金
言
も
あ
る
。（蓮

如
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