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は

じ

め

に

日
本
仏
教
思
想
史
の
研
究
者
で
あ
る
末
木
文
美
士
は
、
そ
の
論
考
「〈
原
型＝

古
層
〉
か
ら
世
界
宗
教

（
１
）

へ
」
に
お
い
て
、「
重
要
な

の
は
賛
歎
で
も
無
理
解
で
も
な
く
、
丸
山
の
〈
原
型＝

古
層
〉
論
を
ど
の
よ
う
に
生
産
的
に
継
承
し
て
ゆ
け
る

（
２
）

か
」
だ
と
述
べ
て
い

る
。
筆
者
は
、
こ
う
し
た
末
木
の
問
題
意
識
を
深
く
共
有
す
る
と
と
も
に
、「
丸
山
の
『
文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史
』
と
い

う
方
法
と
、
そ
こ
に
お
け
る
『
古
層＝

執
拗
低
音
』
論
を
生
産
的
に
継
承
し
て
い
く
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
そ
の
理
解
に
努

め
る
こ
と
か
ら
始
め
る
ほ
か
な

（
３
）

い
」
と
の
立
場
か
ら
、
こ
れ
ま
で
丸
山
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
へ
の
正�

確�

な�

理
解
を
得
る
こ
と

を
目
指
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
さ
さ
や
か
な
成
果
を
拙
著
『
丸
山
眞
男

「
古
層
論
」
の
射
程

（
４
）』

や
『
今
よ
み
が
え
る

丸
山
眞
男

「
開
か
れ
た
社
会
」
へ
の
政
治
思
想
入
門

（
５
）』

と
し
て
世
に
問
う
て
き
た
。

そ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
の
は
、
な
に
よ
り
も
一
九
六
七
年
以
前
に
お
け
る
丸
山
の
「
原
型＝

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
論
と
、

一
九
七
二
年
の
「
歴
史
意
識
の
『
古
層
』」
以
降
に
展
開
さ
れ
た
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
と
の
間
に
は

「
変
え
た
の
に
は
た
い

し
た
理
由
は
な
い
の
で
す
。
実
質
的
に
考
え
が
変
わ
っ
た
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ

（
６
）

ん
」
と
い
う
丸
山
自
身
の
言
明
に
も
か
か
わ
ら

ず

、「
飛
躍
」
と
い
っ
て
も
良
い
ほ
ど
の
理
論
的
な
発
展
と
成
熟
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
残
念
な
が
ら
末
木
の
「〈
原
型＝
古
層
〉
論
」
と
い
う
理
解
そ
の
も
の
が
す
で
に
、
丸
山
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
の
生
産
的
な
継
承
の
た
め
の
前
提
で
あ
る
、
そ
れ
へ
の
正�

確�

な�

理
解
を
欠
い
た
も
の
だ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

筆
者
が
、
拙
著
『
丸
山
眞
男

「
古
層
論
」
の
射
程

』
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
簡
潔
に
整
理
す
れ
ば
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

二

論

説

法と政治 75巻 2号 （2024年 8月） 773



第
一
に
、
丸
山
の
「
原
型＝

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
な
る
も
の
は
、「
古
代
文
献
に
残
さ
れ
て
い
る
神
話
・
説
話
・
古
代
伝
承
の
な
か

か
ら
、
明�

ら�

か�

に�

儒
仏
道
教
等
の
比�

較�

的�

に�

大
陸
的
思
想
の
影
響
と
み
ら
れ
る
諸
観
念
を
除
き
、
後
代
の
民
間
信
仰
や
民
間
伝
承
等

を
参
照
し
て
、
古
代
か
ら
持
続
的
に
作
用
し
て
い
る
宗
教
意
識
を
再
構

（
７
）

成
」
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
「
天
皇
制

的
な
る
も
の
」
の
「
原
型
」
と
し
て
「
再
構
成
」
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
古
層＝

執
拗
低
音
」
と

は
、「
日
本
神
話
の
な
か
か
ら
明
ら
か
に
中
国
的
な
観
念
…
…
に
基
づ
く
考
え
方
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
消
去
」
し
て
い
き
、
そ
こ
に
残

る
サ
ム
シ
ン
グ
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
「
断
片
的
な
発

（
８
）

想
」
と
し
て
単
離isolate

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
り
、
人
類
普
遍
の
「
未
開
の
野
性
」
と
し
て
、〈
人
類
史
的
〉
な
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
普
遍
的
要
素
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
和
�
哲
郎
の
議
論
と
の
距
離
の
取
り
方
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
丸
山
の
「
文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史
」
と
い

う
方
法
と
そ
の
「
原
型＝

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
論
は
、
一
方
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
歴
史
的
発
展
段
階
論
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
、

他
方
で
は
和
�
哲
郎
の
日
本
思
想
史
へ
の
接
近
に
よ
っ
て
、
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら

（
９
）

ず
、
と
り
わ
け
和
�
の
『
日
本
倫
理

思
想
史
』
の
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
原
型＝

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
論
か
ら
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
へ
の

発
展
と
成
熟
は
、
こ
う
し
た
和
�
の
影
響
か
ら
の
再�

離�

脱�

に
よ
っ
て
こ
そ
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
第
三
に
、
こ
う
し
た
和
�
の
影
響
か
ら
の
再�

離�

脱�

は
、「
清
明
心
」＝

「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
を
め
ぐ
る
議

論
に
お
い
て
こ
そ
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
清
明
心
の
道
徳
」
と
は
、
和
�
が
『
尊
皇
思
想
と
そ
の
伝

（
１０
）

統
』
に
お
い
て
、

日
本
に
お
け
る
倫
理
思
想
史
の
最
重
要
の
契
機
と
し
て
位
置
づ
け
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
和
�
に
と
っ
て
「
清
明
心
の
道
徳
」

の
本
質
は
、「
無�

私�

性�＝

全�

体�

性�

へ�

の�

帰�

依�

」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
丸
山
が
そ
の
「
原
型＝

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
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ひ

論
と
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
に
お
い
て
対
置
し
た
の
は
、「
生
誕
直
後
の
赤
子
は
『
な
り
ゆ
く
』
霊
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
が
最

大
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
と
い
う
…
…
倫
理
的
価
値
意
識
の
古
層
か
ら
み
て
も
、
も
っ
と
も
純
粋

な
無
垢
性
を
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ

（
11
）

る
」
と
の
言
明
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
無�

垢�

性�＝

心�

情�

の�

純�

粋�

性�

」
を
そ
の
本
質
と

す
る
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
原
型＝

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
再�

構�

成�

」
に
よ
っ
て
、
①
「
共
同
体
的
功
利
主
義
」
と
い
う

特
殊
主
義
的
契
機
と
②
「
心
情
の
純
粋
性
」
と
い
う
普
遍
主
義
的
契
機
と
い
う
両
契
機
の
制
約
、
両
立
、
結
合
、
矛
盾
、
相
克
こ
そ

が
問
題
だ
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
っ

（
12
）

て
、
そ
こ
で
は
い
ま
だ
「
無�

垢�

性�＝

心�

情�

の�

純�

粋�

性�

」
を
本
質
と
す
る
「
キ
ヨ

キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
と
い
う
人
類
普
遍
の
「
未
開
の
野
性
」
は
単
離isolate

さ
れ
る
に
至
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か

し
丸
山
は
、
一
九
六
七
年
講
義
に
お
い
て
よ
う
や
く
、「
古
層＝

執
拗
低
音
」
の
単
離isolate

へ
と
大
き
な
一
歩
を
踏
み
出
し
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
語
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
、
ウ
ル
ハ
シ
キ
コ
コ
ロ
と
い
う
絶
対
的
基
準
が
、
共
同
体
的
功
利
主
義
の
相
対
性
と
特
別
主
義
に
制
約
さ
れ

る
の
で
、
共
同
体
的
規
範
か
ら
、
特
定
の
共
同
体
や
具
体
的
人
間
関
係
を
こ
え
た
普
遍
的
な
倫
理
規
範
…
…
へ
の
昇
華
が
は
ば

ま
れ
る
こ
と
に
な

（
13
）

る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
丸
山
の
議
論
は
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
、
ウ
ル
ワ
シ
キ
コ
コ
ロ
と
い
う
絶
対
的
基
準
」
を
単
離iso-

late

す
る
に
至
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
無�

垢�

性�＝

心�

情�

の�

純�

粋�

性�

」
と
い
う
「
普
遍
主
義
的
契
機
」
が
、「
共�

同�

四
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体�

的�

な�

る�

も�

の�

」
と
不
可
分
の
「
共
同
体
的
功
利
主
義
」
と
い
う
特
殊
主
義
的
契
機
の
制
約
か
ら
解
き
放
た
れ
た
と
き
、
前
者
が

「
特
定
の
共
同
体
や
具
体
的
人
間
関
係
を
こ
え
た
普
遍
的
な
倫
理
規
範
」
へ
と
昇�

華�

す�

る�

可�

能�

性�

に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
た
こ
と

こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
こ
に
こ
そ
、「
原
型＝

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
論
か
ら
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
へ
の
展
開
に
お

け
る
最
大
の
「
飛
躍
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
丸
山
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
は
、「
日
本
的
な
る
も
の
」
を
実
体
化
し
、「
日
本
民
族
」
の
一
貫
性
や
等
質
性
と

い
う
近
代
日
本
の
「
つ
く
ら
れ
た
伝
統
」
に
与
す
る
も
の
な
ど
で
は
決
し
て
な

（
14
）

く
、
む
し
ろ
そ
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
と
は
、
人

類
普
遍
の
「
未
開
の
野
性
」
と
も
い
う
べ
き
、「〈
人
類
史
的
〉
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
マ
ナ
イ
ズ
ム
的
な
『
ヒ
』（＝

『
日
』
・

『
霊
』・『
毘
』）
へ
の
信
仰
と
か
か
わ
る
普
遍
的
要

（
15
）

素
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

丸
山
の
い
う
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
な
る
も
の
を
こ
う
し
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
あ
ま
り
に
も
人
口
に

膾
炙
し
た
、
以
下
の
よ
う
な
一
節
の
意
味
も
正�

確�

に�

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
は
、
記
紀
神
話
の
冒
頭
の
叙
述
か
ら
抽
出
し
た
発
想
様
式
を
、
か
り
に
歴
史
意
識
の
「
古
層
」
と
呼
び
、
そ
の
い
く

つ
か
の

こ
れ
ま
た
平
凡
な

基
底
範
疇
を
ひ
ろ
っ
て
ゆ
く
が
、
そ
れ
は
歴
史
に
か
ん
す
る
、
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
の
文
字

通
り
「
最
古
」
の
考
え
方
を
指
す
わ
け
で
は
む
ろ
ん
な
い
。
そ
う
し
た
「
最
古
」
な
る
も
の
は
ど
の
分
野
で
も
そ
も
そ
も
検
出

不
可
能
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
「
書
か
れ
た
歴
史
」
を
素
材
に
す
る
こ
の
稿
で
は
、
一
層
無
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

こ
こ
で
の
「
論
証
」
は
一
種
の
循
環
論
法
に
な
る
こ
と
を
承
知
で
論
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お

き
た
い
。
と
い
う
の
は
、
右
に
い
う
「
古
層
」
は
、
直
接
に
は
開
闢
神
話
の
叙
述
あ
る
い
は
そ
の
用
字
法
の
発
想
か�

ら�

汲
み
と
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ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
後
長
く
日
本
の
歴
史
叙
述
な
り
、
歴
史
的
出
来
事
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
な
り
の
基
底
に
、

ひ
そ
か
に
、
も
し
く
は
声
高
に
ひ
び
き
つ
づ
け
て
き
た
、
執
拗
な
持
続
低
音
（basso

ostinato

）
を
聴
き
わ
け
、
そ
こ
か
ら

た
ど

逆�

に�

上
流
へ
、
つ
ま
り
古
代
へ
と
そ
の
軌
跡
を
�
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ

（
16
）

る
。

バ

ッ

ソ
・
オ

ス

テ

ィ

ナ

ー

ト

日
本
の
歴
史
意
識
の
古
層
を
な
し
、
し
か
も
そ
の
後
の
歴
史
の
展
開
を
通
じ
て
執
拗
な
持
続
低
音
と
し
て
ひ
び
き
つ
づ
け
て

来
た
思
惟
様
式
の
う
ち
か
ら
、
三
つ
の
原
基
的
な
範
疇
を
抽
出
し
た
。
強�

い�

て�

こ
れ
を
ひ
と
つ
の
フ
レ
ー
ズ
に
ま
と
め
る
な
ら

ば
、「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
念
の
た
め
に
断
っ
て
お
く
が
、
筆
者
は
日
本
の
歴
史
意

識
の
複
雑
多
様
な
歴
史
的
変
遷
を
こ
の
単
純
な
フ
レ
ー
ズ
に
還�

元�

し
よ
う
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
し
、
基
底
範
疇
を
右
の
三
者

に
限�

定�

し
よ
う
と
い
う
の
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
諸
範
疇
は
ど
の
時
代
で
も
歴
史
的
思
考
の
主
旋
律
を
な
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
支
配
的
な
主
旋
律
と
し
て
前
面
に
出
て
来
た
の
は

歴
史
的
思
考
だ
け
で
な
く
、
他
の
世
界
像
一�

般�

に
つ
い
て
も
そ

う
で
あ
る
が

儒
・
仏
・
老
荘
な
ど
大
陸
渡
来
の
諸
観
念
で
あ
り
、
ま
た
維
新
以
降
は
西
欧
世
界
か
ら
の
輸
入
思
想
で
あ
っ

た
。
た
だ
、
右
の
よ
う
な
基
底
範
疇
は
、
こ
う
し
て
「
つ
ぎ
つ
ぎ
」
と
摂
取
さ
れ
た
諸
観
念
に
微
妙
な
修
飾
を
あ
た
え
、
と
き

に
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
れ
わ
れ
の
意
識
を
こ
え
て
、
旋
律
全
体
の
ひ
び
き
を
「
日
本
的
」
に
変
容
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
執
拗

低
音
と
し
て
の
役
割
が
あ
っ

（
17
）

た
。

こ
こ
で
の
丸
山
は
も
っ
ぱ
ら
、「
文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史
」
と
い
う
方
法
に
拠
り
な
が
ら
、「
文
化
接
触
」
に
よ
っ
て
受

容
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
主
旋
律
を
構
成
し
た
「
儒
・
仏
・
老
荘
な
ど
大
陸
渡
来
の
諸
観
念
」
や
「
西
欧
世
界
か
ら
の
輸
入
思

六
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想
」
が
、
人
類
普
遍
の
「
未
開
の
野
性
」
た
る
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
に
よ
っ
て
微
妙
な
修
飾
を
あ
た
え
ら
れ
、
旋
律
全
体
の
ひ
び

き
が
「
日
本
的
」
に
変
容
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
（＝

「
文
化
変
容
」）
に
こ
そ
、「
古
層
」
の
は
た
す
「
執
拗
低
音
と
し
て
の

役
割
」
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

し
か
し
先
に
見
た
よ
う
に
丸
山
が
、「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
、
ウ
ル
ワ
シ
キ
コ
コ
ロ
と
い
う
絶
対
的
基
準
」

「
無�

垢�

性�＝

心�

情�

の�

純�

粋�

性�

」
と
い
う
「
普
遍
主
義
的
契
機
」

が
、「
共�

同�

体�

的�

な�

る�

も�

の�

」
と
不
可
分
の
「
共
同
体
的
功
利
主
義
」
と
い
う
特
殊
主
義

的
契
機
の
制
約
か
ら
解
き
放
た
れ
た
と
き
、「
特
定
の
共
同
体
や
具
体
的
人
間
関
係
を
こ
え
た
普
遍
的
な
倫
理
規
範
」
へ
と
昇�

華�

す�

る�

可�

能�

（
18
）

性�

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
丸
山
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
が
「
文
化
接
触
」
に
よ
っ
て
受

容
さ
れ
た
外
来
思
想
を
「
日
本
的
」
に
変
容
す
る
と
い
う
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
の
役
割
の
み
で
な
く
、
そ
れ
が
「
普
遍
的
な
倫
理

規
範
」
へ
と
昇�

華�

す�

る�

可�

能�

性�

「
古
層
」
の
昇�

華�

の
可
能
性

を
も
、
そ
の
視
野
に
入
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
決

し
て
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
水
林
彪
、
飯
田
泰
三
、
田
中
久
文
の
各
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
及
し
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

後
期
の
丸
山
に
は
、
わ
が
国
固
有
の
原
型
（
古
層
）
的
意
識
と
舶
載
の
普
遍
意
識
の
対
抗
、
前
者
に
よ
る
後
者
の
日
本
化
と

い
う
思
想
史
の
構
想
（
原
型
（
古
層
）
論＝

Ａ
構
想
）
と
は
別
に
、
原
型
（
古
層
）
的
な
も
の
か
ら
の
普
遍
思
想
的
契
機
の
自

生
的
な
成
長
と
そ
の
挫
折
と
い
う
思
想
史
の
構
想
（
Ｂ
構
想
）
が
存
在
し
た
。（
水
林

（
19
）

彪
）
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と
こ
ろ
が
こ
の
「
武
士
の
エ
ー
ト
ス
」
は
、
そ
の
構
図
と
は
様
相
を
異
に
し
、
む
し
ろ
そ
れ
自
身
、
底
辺
的
・
土
着
的
な
世

界
に
根
ざ
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
新
た
に
内
発
的
に
…
…
形
成
さ
れ
て
き
て
、
独
自
の
「
普
遍
者
の
自
覚
」
へ
の
回
路
を
作
り

だ
し
て
い
く
可
能
性
を
は
ら
ん
だ
も
の
と
し
て
も
、
と
ら
え
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
…
…
こ
の
と
き
丸
山
は
、「
原
型
」
と

「
普
遍
者
の
自
覚
」
と
の
二
項
対
立
的
な
�
藤
・
絡
み
合
い
を
中
軸
に
据
え
た
、
六
三
・
六
四
年
度
講
義
の
際
の
構
図
と
は
別

の
可
能
性
を
、
日
本
思
想
史
の
中
に
探
っ
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
か
。（
飯
田
泰

（
20
）

三
）

そ
の
点
で
、
丸
山
の
「
古
層
」
論
を
、
さ
ら
に
修
正
・
発
展
（
？
）
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

〈
体
制
の
下
部
構
造
〉
と
し
て
の
「（
天
皇
制
的
）
古
層
」
の
さ
ら
に
深
層
に
、
い
わ
ば
〈
人
類
史
的
〉
下
部
構
造
と
し
て
「
太

古
の
祖
型
」（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
）
が
想
定
で
き
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
解
体
期
に
お
い
て
、
そ
の
解
体
（→

自
己
解
体
）
を

徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
日
本
的
古
層
」（
に
よ
る
惑
溺
）
を
否
定
し
突
き
抜
け
、
さ
ら
に
下
降
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
或
る
普

遍
的
で
原
理
的
な
基
層
（
い
わ
ば
〝
原
初
的
普
遍
性
〟）
に
到
達
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
原
初
の
混
沌
、

な
い
し
は
「
自
然
状
態
（
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
）
」
に
帰
り
、
そ
こ
か
ら
或
る
原
理
的
な
も
の
を
捉
え
直
し
て
き
て
「
再
生
」「
蘇
生
」

し
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
、「
転
形
期
」
に
お
い
て
は
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。（
飯
田
泰

（
21
）

三
）

し
か
し
、
丸
山
の
説
く
「
原
型
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
と
は
い
え
、
決
し
て
決
定
論
的
な
も
の
で
は
な

い
。
ま
ず
丸
山
は
、「
原
型
」
と
い
う
も
の
が
す
べ
て
の
日
本
人
を
宿
命
的
に
し
ば
っ
て
い
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。
六

〇
年
代
の
東
大
で
の
日
本
政
治
思
想
史
の
講
義
録
を
み
る
と
、「
原
型
」
を
克
服
し
て
主
体
性
を
獲
得
し
た
思
想
の
細
い
鉱
脈
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を
、
日
本
思
想
史
の
な
か
か
ら
掘
り
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
十
七
条
憲
法
、
武
士
の
エ
ー
ト
ス
、
鎌
倉
新

仏
教
、
キ
リ
シ
タ
ン
、
一
部
の
儒
教
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

し
か
も
、
そ
う
し
た
「
原
型
を
超
え
た
思
想
」
は
、「
原
型
」
と
つ
ね
に
対
立
関
係
に
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。「
原
型
」
が

「
原
型
を
超
え
た
思
想
」
を
変
質
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、
逆
に
「
原
型
」
の
な
か
か
ら
「
原
型
を
超
え
た
思
想
」
が

生
い
立
っ
て
い
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
「
原
型
を
超
え
た
思
想
」
が
一
時
的
と
は
い
え
「
原
型
」
を
変
容
さ
せ
た
り
す
る
様
子
が
、

六
〇
年
代
の
講
義
で
は
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
。（
田
中
久

（
22
）

文
）

こ
の
三
者
に
共
通
す
る
問
題
は
、
三
者
と
も
丸
山
の
「
原
型＝

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
論
と
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
の
間
に
あ
る
理

論
的
な
発
展
と
成
熟
、
あ
る
い
は
「
飛
躍
」
の
意
味
を
十
分
に
把
握
で
き
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
「
古

層＝

執
拗
低
音
」
論
に
は
、
水
林
の
「
Ａ
構
想
」、「
Ｂ
構
想
」
が
と
も
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
両
者
は
決
し
て
別
物
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
。
飯
田
の
い
う
「〈
体
制
の
下
部
構
造
〉
と
し
て
の
『（
天
皇
制
的
）
古
層
』
」
や
「『
日
本
的
古
層
』（
に
よ
る
惑
溺
）
」

な
ど
は
丸
山
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
に
は
存
在
せ
ず
、「
古
層＝

執
拗
低
音
」
と
は
、
飯
田
の
言
う
「
修
正
・
発
展
」
を
俟
つ

ま
で
も
な
く
、
す
で
に
「〈
人
類
史
的
〉
下
部
構
造
と
し
て
『
太
古
の
祖
型
』（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
）」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い

う
こ
と
。
そ
し
て
問
題
は
、
田
中
の
い
う
「
原
型
を
超
え
た
思
想
」
の
可
能
性
な
ど
で
は
な
く
、「
古
層
」
の
昇�

華�

の
可
能
性
に
ほ

か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
丸
山
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
と
は
、
決
し
て
水
林
彪
が
い
う
よ
う
な
「『
普
遍
者
』
な
い
し
『
超
越

者
』
の
意
識
と
の
対
に
お
い
て
措
定
さ
れ
た
も

（
23
）

の
」
な
ど
で
は
な
く
、
ま
た
飯
田
が
い
う
よ
う
な
「『
原
型
』
と
『
普
遍
者
の
自
覚
』
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と
の
二
項
対
立
的
な
�
藤
・
絡
み
合

（
24
）

い
」
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
丸
山
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
に
お
い
て

問
わ
れ
る
べ
き
は
、
田
中
が
い
う
よ
う
な
「
原
型
を
超
え
た
思
想
」
と
「
原
型
」
と
の
間
の

「
原
型
」
が
「
原
型
を
超
え
た
思

想
」
を
変
質
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、
逆
に
「
原
型
」
の
な
か
か
ら
「
原
型
を
超
え
た
思
想
」
が
生
い
立
っ
て
い
っ
た
り
、

さ
ら
に
は
「
原
型
を
超
え
た
思
想
」
が
一
時
的
と
は
い
え
「
原
型
」
を
変
容
さ
せ
た
り
す
る
よ
う
な

多
様
な
諸
関

（
25
）

係
で
す
ら
な

い
の
で
あ
る
。

「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
う
し
た
二�

項�

関�

係�

な
ど
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ

①
「
絶
対
者
」（
な
い
し
は
「
普
遍
者
」「
究
極
者
」「
超
越
者
」）
と
い
う
契
機
、
②
「
共�

同�

体�

的�

な�

る�

も�

の�

」（＝

「
自
他
人
倫
の
和

合
」）
と
い
う
特
殊
主
義
的
契
機
、
そ
し
て
③
「
未
開
の
野
性
」
と
も
い
う
べ
き
〈
人
類
史
的
〉
な
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
普

遍
主
義
的
な
契
機
と
い
う
、
三
つ
の
契
機
か
ら
な
る
三�

項�

関�

係�

（＝

ト
リ
ア
ー
デ
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

冒
頭
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
「
重
要
な
の
は
賛
歎
で
も
無
理
解
で
も
な
く
、
丸
山
の
〈
原
型＝

古
層
〉
論
を
ど
の
よ
う
に
生
産
的

に
継
承
し
て
ゆ
け
る

（
26
）

か
」
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
筆
者
が
こ
れ
ま
で
の
成
果
の
う
え
に
目
指
す
べ
き
も
の
は
、
こ
こ
で
提
示
し
て
き
た

よ
う
な
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
に
つ
い
て
の
筆�

者�

な�

り�

の�

理
解
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
を
「
生
産
的
に
継
承
」
し
て
い
く
こ
と
で
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
、
先
の
三�

項�

関�

係�

（＝

ト
リ
ア
ー
デ
）
を
踏
ま
え
つ
つ
、
と
り
わ
け
、
人
類
普
遍
の
「
未
開
の
野
性
」

と
し
て
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
が
、「
文
化
接
触
」
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
、
あ
る
時
代
の
主
旋
律
と
し
て
響
き
わ
た
っ
て
き
た
外

来
思
想
に
対
し
て
、
い
か
な
る
修
正
や
修
飾
を
加
え
て
「
日
本
的
」
に
変
容
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
と
あ
わ
せ
、
そ
こ
に
同
時

に
「
古
層
」
の
昇�

華�

の
可
能
性
が
い
か
な
る
か
た
ち
で
孕
ま
れ
な
が
ら
、
い
か
に
し
て
そ
の
昇�

華�

が
阻
ま
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
を

一
〇
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具
体
的
な
歴
史
的
展
開
に
即
し
て
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
課
題
に
対
す
る
筆
者
な
り
の
最�

初�

の�

試
み
と
し
て
、「
仏
教
の
受
容
と
日
本
的
変
容
」
と
い
う
問
題
に
取

り
組
ん
で
み
た
い
。
も
と
よ
り
筆
者
は
、
日
本
に
お
け
る
仏
教
思
想
史
や
日
本
中
世
思
想
史
を
専
攻
す
る
者
で
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。

本
稿
で
は
、
黒
田
俊
雄
や
末
木
文
美
士
を
は
じ
め
と
す
る
先
学
た
ち
の
日
本
仏
教
史
研
究
の
重
要
な
成
果
に
大
き
く
依
拠
し
な
が
ら
、

そ
こ
に
「
古
層＝
執
拗
低
音
」
に
よ
る
「
日
本
的
変
容
」
の
具
体
的
な
あ
り
方
と
、
同
時
に
「
古
層
」
の
昇�

華�

の
具
体
的
可
能
性
を

探
る
と
い
う
視
点
か
ら
の
新
た
な
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
こ
う
し
た
意
味
で
本
稿
は
、
丸
山
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
の
生
産

的
な
継
承
を
め
ざ
す
う
え
で
の
さ
さ
や
か
な
試
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
一
章

『
丸
山
眞
男
講
義
録
』
に
お
け
る
仏
教
論

第
一
節

「
原
型＝

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
論
に
お
け
る
仏
教
論

『
丸
山
眞
男
講
義
録
［
第
四
冊
］
日
本
政
治
思
想
史
一
九
六
四
』（
以
下
、『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
と
略

（
27
）

す
）
に
は
、「
原
型＝

プ

ロ
ト
タ
イ
プ
」
論
の
段
階
に
お
け
る
丸
山
の
仏
教
論
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
お
け
る
仏
教
論
は
、
丸
山
が
仏
教
を
主
題
と
し

て
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
議
論
を
展
開
し
た
、
き
わ
め
て
数
少
な
い

ほ
と
ん
ど
唯
一
と
い
っ
て
も
よ
い

論
考
の
一
つ
で
あ

る
。丸

山
は
、
そ
の
没
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
自
由
に
つ
い
て

七
つ
の
問
答

（
28
）』

に
収
録
さ
れ
た
「
第
二
の
問
答
」
と
題
さ
れ
る

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
録
（
一
九
八
四
年
一
〇
月
六
日
に
実
施
）
に
お
い
て
、
塩
沢
由
典
の
「
仏
教
が
日
本
思
想
史
に
も
た
ら
し
た
影
響
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に
つ
い
て
、
お
考
え
を
聞
か
せ
て
下
さ
い
」
と
い
う
質
問
に
答
え
る
か
た
ち
で
、
仏
教
に
つ
い
て
の
考
え
を
多
少
と
も
ま
と
ま
っ
た

か
た
ち
で
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
塩
沢
の
質
問
は
、
梅
原
猛
の
「
丸
山
眞
男
さ
ん
の
日
本
精
神
論
に
は
仏
教
と
い
う
視
点
が
欠
け

て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
批
判
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
だ
っ
た

（
29
）

が
、
丸
山
は
、
「『
こ
の
こ
と
が
書
い
て
い
な
い
』
っ
て
言
わ

れ
た
っ
て
ね
、
そ
れ
が
大
事
な
こ
と
は
分
か
っ
て
る
け
ど
、
こ
こ
で
は
別
の
こ
と
を
書
き
た
い
ん
だ
と
、
そ
う
い
う
著
者
の
意
図
を

無
視
し
た
書
評
が
実
に
多
い
ん
で
す
」
と
不
快
感
を
顕
わ
に
し
つ
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

丸
山

ぼ
く
は
、
研
究
室
に
入
っ
て
ま
も
な
く
、
儒
教
の
勉
強
か
ら
始
め
た
。
ま
ず
治
国
平
天
下
で
す
か
ら
ね
え
。
つ
ま
り
、

西
洋
思
想
に
対
し
て
、
日
本
の
政
治
思
想
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
や
っ
ぱ
り
孔
子
、
孟
子
に
な
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
。

お

ん

り

え

ど

仏
教
は
、
厭
離
穢
土
と
言
う
ん
で
す
ね
。
こ
の
け
が
れ
た
土
地
か
ら
離
れ
て
救
済
さ
れ
る
、
解
脱
宗
教
で
し
ょ
。
…
…
仏
教

は
、
も
と
も
と
、
あ
る
意
味
で
無
神
論
で
す
か
ら
、
い
ち
ば
ん
重
要
視
す
る
の
は
究
極
的
な
真
理
の
認
識
で
す
。
他
者
の
救
済

と
か
ね
、
そ
ん
な
の
問
題
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
…
…

…
…
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
や
や
公
式
的
に
、
こ
れ
を
世
間
逃
避
と
言
っ
て
い
ま
す
。
世
間
か
ら
の
逃
走
、
つ
ま
り
遁
世
で
す
ね
。

…
…
し
た
が
っ
て
、
政
治
思
想
史
を
書
く
場
合
に
、
仏
教
は
非
常
に
扱
い
に
く
い
ん
で
す
。
そ
こ
で
、
ぼ
く
は
戦
争
中
か
ら
、

ど
う
や
っ
て
仏
教
を
政
治
思
想
史
の
上
に
登
場
さ
せ
た
ら
い
い
か
を
一
生
懸
命
考
え
た
ん
で
す
。

日
蓮
の
『
立
正
安
国
論
』
と
か
ね
、
栄
西
の
鎮
護
国
家
論
と
か
は
あ
り
ま
す
よ
。
国
家
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の

は
。
だ
け
ど
、
つ
ま
ん
な
い
ん
だ
な
。
思
想
的
価
値
か
ら
言
う
と
、
ぜ
ん
ぜ
ん
お
も
し
ろ
く
な
い
ん
で
す
。

そ
こ
で
、「
王
法
と
仏
法
」「
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
宗
教
行
動
の
変
革
」
と
、
講
義
で
仏
教
を
扱
う
こ
と
に
し
た
の
は
、
政
治

一
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思
想
に
お
け
る
仏
教
の
役
割
は
、
個
人
の
こ
の
世
に
お
け
る
行
動
の
パ
タ
ー
ン
に
影
響
し
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ

と
な
ん
で
す
。
世
間
と
自
分
と
の
関
係
、
そ
う
い
う
も
の
に
対
す
る
根
本
的
な
パ
タ
ー
ン
を
仏
教
が
決
定
し
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
ぼ
く
の
考
え
で

（
30
）

す
。

こ
う
し
た
考
え
に
し
た
が
っ
て
丸
山
が
行
っ
た
の
が
、『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
に
収
録
さ
れ
た
一
九
六
四
年
度
の
「
日
本
政
治
思

想
史
」
講
義
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

先
に
見
た
末
木
文
美
士
は
、
日
本
仏
教
思
想
史
の
研
究
者
と
し
て
、
こ
の
『
講
義
録
』
に
収
録
さ
れ
た
丸
山
の
仏
教
論
に
つ
い
て
、

詳
細
な
批
判
的
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。
本
章
で
は
、「〈
原
型＝

古
層
〉
か
ら
世
界
宗
教
へ

『
丸
山
眞
男
講
義
録
［
第
四
冊
］』

を
読
む

（
31
）」

と
題
さ
れ
た
こ
の
論
稿
に
拠
り
な
が
ら
、
丸
山
の
「
原
型＝

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
論
に
基
づ
く
仏
教
論
を
見
て
い
く
こ

と
と
し
た
い
。

末
木
の
論
稿
は
、「
丸
山
以
後
の
仏
教
研
究
の
研
究
史
的
展
開
に
よ
っ
て
、
過
去
の
丸
山
を
断
罪
す
る
こ
と
は
極
力
避
け
、
丸
山

自
身
の
問
題
設
定
の
上
に
立
っ
て
、
そ
の
論
の
問
題
点
を
う
か
が
お

（
32
）

う
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
末
木

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、

戦
後
の
仏
教
史
研
究
が
大
き
な
転
換
を
遂
げ
る
の
は
、
一
九
七
五
年
に
黒
田
俊
雄
が
そ
の
著
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』

（
岩
波
書
店
）
に
お
い
て
顕
密
体
制
論
を
提
示
し
て
か
ら
で
あ
る
。
黒
田
は
、「
新
仏
教
」
を
中
世
仏
教
の
主
流
と
し
て
見
る
従

来
の
見
方
に
対
し
て
、
新
仏
教
は
当
時
の
仏
教
界
に
お
い
て
は
小
さ
な
勢
力
し
か
占
め
な
い
「
異
端
派
」
に
過
ぎ
ず
、
主
流
は
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中
世
的
に
再
編
さ
れ
た
大
寺
院
中
心
の
顕
密
仏
教
で
あ
る
と
し
て
、
中
世
仏
教
観
を
一
変
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
創
始
者
に
お
い

て
は
「
異
端
派
」
で
あ
っ
た
新
仏
教
も
、
や
が
て
後
継
者
に
お
い
て
は
再
び
顕
密
仏
教
化
す
る
と
見
た
の
で
あ

（
33
）

る
。

末
木
の
い
う
よ
う
に
、「
親
鸞
・
道
元
・
日
蓮
な
ど
が
日
本
の
仏
教
の
中
の
少
数
派
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
、
か
つ
、
彼
ら
に
よ
っ

て
〈
原
型
〉
を
離
脱
し
た
仏
教
が
、
再
び
『
屈
折
と
妥
協
』
に
よ
っ
て
〈
原
型
〉
に
取
り
籠
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
（
丸
山
の

引
用
者
）
構
図
は
、
彼
ら
を
異
端
派
と
見
、
か
つ
異
端
派
が
そ
の
後
継
者
に
よ
っ
て
再
び
顕
密
仏
教
に
復
帰
す
る
と
い
う
黒
田
の
構

図
と
極
め
て
よ
く
似

（
34
）

て
」
お
り
、「
丸
山
は
黒
田
が
十
年
後
に
提
示
す
る
説
を
先
取
り
し
て
い
た
こ
と
に
な

（
35
）

る
」
の
は
確
か
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
丸
山
の
仏
教
論
が
全
体
と
し
て
「
黒
田
顕
密
体
制
論
」
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
黒
田
以

後
の
仏
教
史
研
究
の
成
果
を
、
丸
山
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
を
生
産
的
に
継
承
し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
は
次
章
以
下
に
残
し
つ
つ
、
し
ば
ら
く
は
末
木
に
よ
る
丸
山
の
仏
教
論
へ
の
批
判
的
検
討
に
耳
を

傾
け
る
こ
と
と
し
た
い
。

末
木
は
、「
丸
山
の
仏
教
観
に
関
し
て
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
丸
山
の
世
界
宗
教
観
は
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
を
範
型
と
し
て
お
り
、『
自
然
と
人
間
世
界
を
超
越
し
た
聖
な
る
も
の
と
し
て
の
「
絶
対
者
の
自
覚
」』（
一
五
〇
頁
）
を
根
底

に
置
く
こ
と
で
あ

（
36
）

る
」
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
丸
山
の
仏
教
観
の
特
質
は
、『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
の
第
一
節
に
お
け
る
十
七
条
憲
法
を
め
ぐ
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
議
論

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

一
四
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い
ま
述
べ
た
儒
教
を
中
核
と
す
る
諸
々
の
大
陸
思
想
に
有
機
的
な
統
一
を
与
え
て
い
る
思
想
的
根
底
は
、
こ
こ
で
は
太
子
に

よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
世
界
宗
教
と
し
て
の
仏
教
で
あ
る
。
そ
う
し
て
思
惟
方
法
の
基
底
に
お
か
れ
た
仏
教
の
普
遍
主
義
的
性
格

が
高
度
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
い
ま
ま
で
検
討
し
て
き
た
場
合
の
よ
う
に
、「
原
型
」
の
あ
ち
こ
ち
に
異
質
的
な
論
理

が
介
入
し
て
く
る
と
い
う
タ
ー
ム
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
む
し
ろ
、
か
え
っ
て
「
原
型
」
と
ま
っ
た
く
断
絶
し
非
連
続

な
精
神
に
よ
っ
て
全
体
の
構
造
が
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
十
七
条
憲
法
の
基
本
精
神
は
、
そ
の
後
の
日
本
仏
教
史
を

貫
い
て
そ
の
特
色
を
な
す
「
習
合
」（
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
）
の
伝
統
か
ら
も
顕
著
に
浮
き
上
が
っ
た
例
外
の
一
つ
を
な
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
こ
の
基
底
の
精
神
は
、
自
然
と
人
間
世
界
を
超
越
し
た
聖
な
る
も
の
と
し
て
の
「
絶

対
者
の
自
覚
」
と
い
う
こ
と
で
あ

（
37
）

る
。

末
木
は
、「
仏
を
キ
リ
ス
ト
教
の
神
の
よ
う
に
『
絶
対
者
』
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
仏
教
を
『
絶
対
者
』
を

根
底
に
置
く
宗
教
と
見
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
は
な
は
だ
疑
問
で
あ

（
38
）

る
」
と
し
な
が
ら
も
、「
キ
リ
ス
ト
教
、
特
に
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
の
類
比
に
お
い
て
仏
教
を
見
る
の
は
、
丸
山
だ
け
で
な
く
、
近
代
の
仏
教
観
の
ひ
と
つ
の
大
き
な
流
れ
で
あ
る

こ
（
39
）

と
」
を
指
摘
す
る
。
そ
の
う
え
で
末
木
は
、「
確
か
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
範
型
と
し
た
仏
教
観
は
あ
ま
り
に
宗
教
を
単
純
化
し

す
ぎ
る
も
の
で
あ
り
、
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
は
大
き

（
40
）

い
」
と
し
つ
つ
も
、「
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
こ
そ
、

前
近
代
的
な
非
合
理
性
に
対
し
て
厳
し
く
対
峙
し
、
批
判
の
力
に
な
り
え
た
こ
と
も
事
実
で
あ

（
41
）

る
」
と
し
て
、「
丸
山
的
な
批
判
性

が
、
な
お
顧
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
42
）

い
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

加
え
て
末
木
は
、
丸
山
の
仏
教
観
で
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、「
こ
う
し
た
い
わ
ば
仏
教
の
輝
か
し
い
面
だ
け
で
な
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く
、〈
原
型
〉
に
と
り
こ
め
ら
れ
て
屈
折
し
、
そ
の
中
で
苦
闘
す
る
仏
教
の
一
面
を
見
据
え
て
描
き
出
し

（
43
）

た
」
こ
と
を
あ
げ
、「
こ
れ

は
特
に
、
平
安
期
の
仏
教
や
、
鎌
倉
期
の
『
屈
折
と
妥
協
の
諸
相
』
に
お
い
て
見
ら
れ
る
と
こ

（
44
）

ろ
」
で
あ
る
と
し
て
、「
一
筋
縄
で

は
い
か
な
い
歴
史
の
屈
曲
を
、
丸
山
は
こ
れ
ら
の
場
面
で
み
ご
と
に
描
き
出
し
て
い

（
45
）

る
」
と
高
く
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
丸
山
の
仏
教
観
は
全
体
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
丸
山
の
言
明
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
、
す
な
わ
ち
、

「
原
型
」
的
な
世
界
像
を
徹
底
的
に
突
破
し
て
、
ま
っ
た
く
新
し
い
精
神
的
次
元
を
古
代
日
本
人
に
開
示
し
た
の
は
、
世
界

宗
教
と
し
て
の
仏
教
で
あ
っ
た
。
…
…
む
ろ
ん
仏
教
の
そ
う
し
た
普
遍
的
か
つ
超
越
的
性
格
のim

plication

〔
意
味
連
関
〕
が

日
本
思
想
史
の
上
で
顕
著
に
現
わ
れ
る
の
は
、
平
安
末
期
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
含
め
て
も
日
本
全
史
を
通
じ

て
仏
教
思
想
史
は
「
原
型
」
の
制
約
に
よ
る
変
質
の
歴
史
と
さ
え
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
思
想
史
の
考
察
に
と
っ
て
は
、
た
ん

に
結
果
か
ら
の
遡
及
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
時
点
で
の
新
し
い
思
想
の
は
ら
ん
で
い
た
可
能
性
は
何
で
あ
っ
た
か
を
探
り
、
さ

ま
ざ
ま
の
可
能
性
の
う
ち
、
次
の
時
点
で
ど
の
可
能
性
が
伸
び
、
ど
の
可
能
性
が
潰
え
て
い
っ
た
か
を
�
る
こ
と
が
必
要
な
の

で
あ

（
46
）

る
。

こ
こ
で
の
丸
山
の
仏
教
論
が
、「
原
型
」
と
「
原
型
」
を
突
破
す
る
普
遍
的
か
つ
超
越
的
性
格
を
も
っ
た
仏
教
と
い
う
二�

項�

対�

立�

の
構
図
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
は
「
原
型
」
と
普
遍
的
・
超
越
的
な
外
来
の
世
界
宗
教

と
の
間
に
お
け
る
前
者
に
よ
る
制
約
、
変
質
と
、
後
者
に
よ
る
前
者
の
突
破
こ
そ
が
問
題
と
な
り
、「
未
開
の
野
性
」
と
い
う
普
遍

的
契
機
が
、
こ
う
し
た
「
原
型
」
と
普
遍
的
・
超
越
的
な
外
来
思
想
と
の
二
項
対
立
の
中
か
ら
、「
特
定
の
共
同
体
や
具
体
的
人
間
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関
係
を
こ
え
た
普
遍
的
な
倫
理
規
範
」
へ
と
昇�

華�

す�

る�

可�

能�

性�

に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
ま
っ
た
く
視
野
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。

な
お
末
木
が
、
戦
前
の
『
国
体
の
本

（
47
）

義
』
が
「
君
臣
一
体
」
の
「
和
」
の
理
念
を
十
七
条
憲
法
に
求
め
た
よ
う
に
、
聖
徳
太
子
や

十
七
条
憲
法
を
め
ぐ
っ
て
は
相
反
す
る
解
釈
や
評
価
が
な
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、「
丸
山
の
聖
徳
太
子
の
評
価
に
関
し
て
は
、
い

さ
さ
か
一
方
に
偏
り
す
ぎ
た
感
が
否
め
ず
、
疑
問
が
残

（
48
）

る
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

つ
づ
い
て
末
木
は
、『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
の
第
四
章
の
第
二
節
か
ら
第
四
節
に
つ
い
て
、「
奈
良
か
ら
平
安
時
代
の
展
開
が
論

じ
」
ら
れ
、「
仏
教
が
定
着
し
つ
つ
、
同
時
に
〈
原
型
〉
的
な
も
の
と
融
合
し
て
い
く
過
程
で
、
屈
折
の
多
い
微
妙
な
両
義
性
に
立

ち
入
っ
て
の
考
察
は
、
き
わ
め
て
注
目
さ
れ
る
も
の
が
あ

（
49
）

る
」
と
す
る
。
末
木
は
、
こ
う
し
た
丸
山
の
「
両
義
性
の
自
覚
」
を
こ
そ

高
く
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

末
木
は
、『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
の
第
四
章
第
三
節
の
冒
頭
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
明
に
、
丸
山
の
宗
教
観
を
見
出
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、〈

根
本
的
に
現
世
的
な
も
の
を
否
定
す
る
の
が
世
界
宗
教
の
も
つ
意
味
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。Idealism

us

は
こ
れ
を
媒
介

に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
固
な
も
の
と
し
て
成
立
す
る
。
現
世
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
う
ち
は
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
を

断
ち
切
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
宗
教
で
あ
る
。
…
…

宗
教
は
、
一
個
の
人
間
の
永
遠
の
救
済
の
問
題
で
あ
る
。
他
方
、
政
治
は
閉
じ
た
集
団
の
今
こ
こ
に
あ
る
課
題
の
解
決
で
あ

る
。
前
者
に
お
い
て
は
特
定
集
団
を
集
団
と
し
て
救
済
す
る
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
逆
に
い
え
ば
人
類
と
い
う
集
団
は
政

治
の
担
い
手
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
政
治
は
そ
の
基
底
に
お
い
てparticularistic

な
面
を
も
つ
。
し
か
し
他
面
、
ど
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の
よ
う
な
歴
史
的
宗
教
も
こ
の
現
実
社
会
の
場
で
展
開
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
宗
教
組
織
化
と
政
治
組
織
化
を
通
し
て
社
会
的
秩
序

と
現
実
に
関
連
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
み
な
ら
ず
、
宗
教
意
識
の
型
と
政
治
的
思
考
の
型
と
の
間
に
は
一
定
の
論
理
的
連
関
が
あ

る
。
こ
の
両
者
の
関
連
づ
け
を
、
も
っ
と
も
一
般
的
な
仕
方
で
聖
と
俗
と
の
関
係
と
し
て
表
す
こ
と
が
で
き

（
50
）

る
。

末
木
は
、
こ
う
し
た
丸
山
の
言
明
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
評
価
す
る
。

丸
山
自
身
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
、
現
世
的
な
も
の
へ
の
否
定
と
し

て
仏
教
を
評
価
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
家
永
三
郎
『
日
本
思
想
史
に
於
け
る
否
定
の
論
理
の
発
達
』（
光
文
堂
、
一
九
四
〇
）
と

の
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
世
界
宗
教
」
を
す
べ
て
単
純
に
「
現
世
的
な
も
の
を
否
定
す
る
」
と
い
う
形
で
括
り

う
る
か
と
い
う
と
、
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
観
点
を
取
る
こ
と
で
、
仏
教
に
対
し
て
批
判
的
な
視
点
を

取
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
仏
教
は
確
か
に
家
永
ら
の
言
う
よ
う
に
、
現
世
へ
の
否
定
を
持
ち
込
ん
だ
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、〈
即
〉
の
論
理
は
な
し
崩
し
に
現
世
の
価
値
を
そ
の
ま
ま
容
認
し
て
し
ま
う
。
丸
山
は
こ
の
二
面
性
を
十
分
に

認
識
し
て
い

（
51
）

た
。

末
木
が
高
く
評
価
す
る
丸
山
の
「
両
義
性
の
自
覚
」
は
、『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
の
第
四
章
第
三
節
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
に
よ

く
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
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〈
法
相
宗
〔
の
五
性
格
別
説
や
三
乗
の
固
定
的
峻
別
と
い
う
教
説
〕
に
典
型
的
に
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、〉
高
度
の
主
知

主
義
的
な
世
界
解
釈
の
形
而
上
学
が
、
高
度
の
社
会
的
エ
リ
ッ
ト
主
義
と
結
び
つ
く
こ
と
は
、
世
界
の
宗
教
史
の
上
で
少
な
く

な
い
。
そ
れ
は
二
重
の
意
味
で
大
衆
と
無
縁
な
の
で
、
し
ば
し
ば
頂
点
の
ス
コ
ラ
主
義
は
底
辺
で
呪
術
宗
教
の
形
を
と
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
使
い
分
け
が
さ
れ
る
。
預
言
者
や
宗
教
改
革
者
の
役
割
は
、
お
お
む
ね
こ
う
し
た
理
論
的
ス
コ
ラ
主
義
と
社
会
的

貴
族
主
義
の
結
合
に
た
い
し
て
、〈
ル
タ
ー
の
い
わ
ゆ
るsola

fide

つ
ま
り
〉
信
仰
の
み
に
よ
る
救
済
の
主
張
と
、
反
学
識
主

義
の
立
場
に
よ
っ
て
、
特
定
の
宗
教
を
呪
術
化
し
な
い
で
内
面
化
さ
れ
た
大
衆
宗
教
に
転
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。〈
こ
う
し
た

聖
俗
関
係
の
再
定
義
が
、
鎌
倉
新
仏
教
に
よ
っ
て
た
ど
ら
れ
た
方
向
で
あ
っ
た
。
こ
れ
へ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
橋
渡
し
を
な
し
た

の
が
、
天
台
宗
の
開
祖
と
な
っ
た
最
澄
が
切
り
開
い
た
道
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
浄
土
教
を
導
入
し
た
源
信
の
道
で
あ
っ

（
52
）

た
。〉

末
木
は
、「
こ
の
図
式
自
体
は
あ
ま
り
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
過
ぎ
る
と
も
言
え
る
が
」
と
批
判
し
つ
つ
、
こ
こ
で
そ
の
「
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
上
の
橋
渡
し
」
と
し
て
「
最
澄
と
源
信
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
は
注
目
さ
れ
る
」
と
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

特
に
最
澄
は
従
来
思
想
史
に
お
い
て
と
も
す
れ
ば
無
視
さ
れ
が
ち
な
存
在
で
あ
り
、
彼
に
「
日
本
の
大
乗
仏
教
の
本
当
の
展

開
」（
一
八
六
頁
）
の
開
始
を
見
よ
う
と
す
る
丸
山
の
論
は
大
い
に
注
目
し
て
よ
い
。
教
理
面
に
お
い
て
も
、
大
乗
戒
壇
の
主

張
に
見
ら
れ
る
戒
観
念
の
変
容
に
し
て
も
、
最
澄
こ
そ
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
両
面
を
含
め
て
、
日
本
的
な
仏
教
を
作
り
出
す
お

お
も
と
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
今
日
で
も
意
外
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
丸
山
は
…
…
そ
の
両
義
性
を
読
み
取
っ
て
お
り
、
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は
な
は
だ
炯
眼
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
53
）

い
。

他
方
で
末
木
は
、「
丸
山
の
仏
教
観
に
お
い
て
き
わ
め
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
密
教
に
対
す
る
厳
し
い
評
価
で
あ

（
54
）

る
」
と
す
る
。

た
し
か
に
丸
山
の
密
教
批
判
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
手
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

九
世
紀
以
後
の
平
安
仏
教
の
特
質
は
、
こ
の
公
的
性
格
の
喪
失
に
著
し
く
表
現
さ
れ
る
。
公
的
性
格
を
失
っ
て
私
化
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
一
面
で
は
天
皇
家
や
家
族
・
氏
の
共
同
体
宗
教
か
ら
、
個
人
的
信
仰
の
宗
教
へ
の
推
移
を
意
味
し
、
そ
の
か
ぎ

り
で
は
、
仏
教
本
来
の
救
済
宗
教
へ
の
接
近
で
あ
る
…
…
。
け
れ
ど
も
他
方
、
私
化
は
、
特
に
密
教
的
な
現
世
福
祉
の
祈
禱
と

結
び
つ
く
と
き
に
は
、
呪
術
か
ら
公
共
的
精
神
の
喪
失
が
残
る
だ
け
で
、particularistic

な
目
標
が
狭
隘
な
私
的
集
団
に
閉

じ
込
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
…
…
、
世
間
と
の
緊
張
関
係
や
、
普
遍
者
の
自
覚
ど
こ
ろ
か
、
も
っ
と
も
宗
教
の
堕
落
し
た

存
在
形
態
へ
の
転
落
を
意
味
す
る
。
平
安
仏
教
は
こ
う
し
た
両
義
的
意
義
に
お
い
て
国
家
性
か
ら
離
れ

（
55
）

た
。

最
澄
に
や
や
遅
れ
て
樹
立
さ
れ
た
空
海
（
七
七
四
│
八
三
五
）
の
真
言
宗
の
場
合
に
は
、
ま
さ
に
密
教
の
本
家
た
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
体
制
権
力
と
の
直
接
的
抱
合
と
、
原
型
的
な
呪
術
的
思
考
と
の
癒
着
は
一
層
甚
だ
し
い
。
む�

し�

ろ�

〔
世
間
否
定
の
論

理
と
い
う
〕
こ�

の�

テ�

ー�

マ�

か�

ら�

は�

除�

外�

す�

る�

の�

が�

適�

当�

で�

あ�

る�

。

…
…
顕
教
は
成
仏
に
非
常
な
時
間
を
要
す
る
（
修
行
）
と
説
く
が
、
密
教
は
即�

身�

成�

仏�

で
あ
る
。
即
身
成
仏
の
実
践
的
方
法

が
加
持
祈
禱
で
あ
る
。
…
…
こ
う
し
た
事
相
（
実
践
）
を
教
相
よ
り
重
ん
じ
た
と
こ
ろ
に
、
真
言
が
ほ
と
ん
ど
実
質
的
に
全
く

二
〇

論

説

法と政治 75巻 2号 （2024年 8月） 755



の
加
持
祈
禱
教
に
堕
し
た
所
以
が
あ

（
56
）

る
。

末
木
は
、「
こ
の
よ
う
な
密
教
の
全
面
否
定
は
、
丸
山
の
仏
教
観
の
特
徴
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
は
…
…
島
地
黙
雷
以

来
の
仏
教
近
代
化
の
運
動
の
底
流
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
戦
後
の
丸
山
ら
に
お
い
て
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
のE

ntzauberung

（
呪
術

か
ら
の
解
放
）
の
観
念
が
重
な
っ
て
く

（
57
）

る
」
と
し
、「
こ
の
よ
う
な
従
来
の
密
教
否
定
の
動
向
に
対
し
て
、
今
日
で
は
い
か
に
密
教

を
正
当
に
位
置
付
け
る
か
と
い
う
問
題
が
、
仏
教
研
究
の
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い

（
58
）

る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、「
丸
山

ら
の
密
教
否
定
論
が
、
前
近
代
的
な
非
合
理
性
に
対
す
る
果
敢
な
戦
い
で
あ
り
、
そ
の
成
果
を
挙
げ
て
き
た
と
い
う
歴
史
を
無
視
し

て
は
な
ら
な

（
59
）

い
」
と
も
す
る
の
で
あ
っ
た
。

『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
の
第
四
章
第
四
節
は
、「『
末
法
』
思
想
と
歴
史
哲
学
」
と
題
さ
れ
、「
院
政
期
に
お
け
る
末
法
思
想
、
及

び
そ
れ
を
背
景
に
展
開
さ
れ
る
『
愚
管
抄
』
や
隠
者
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら

（
60
）

れ
」
て
い
る
。

末
木
は
、「
こ
こ
で
も
…
…
『
時
間
の
相
の
下
に
立
ち
盛
衰
す
る
無
常
な
る
も
の
と
、
そ
れ
を
超
え
て
永
遠
の
相
の
下
に
立
つ
真

理
と
の
分
裂
の
意
識
』（
二
〇
六
頁
）
と
い
う
両
義
性
に
着
目
し
て
い
る
。
な
か
で
も
『
愚
管
抄
』
の
分
析
は
と
び
ぬ
け
て
興
味
深

い
も
の
で
あ

（
61
）

る
」
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
『
愚
管

（
62
）

抄
』
に
つ
い
て
、
丸
山
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

原
型
的
な
自
然
的
生
成
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
儒
教
的
な
天
道
観
念
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た

原
則
や
規
範
を
、
そ
れ
と
背
反
す
る
歴
史
的
現
実
と
意
味
的
に
関
連
づ
け
よ
う
と
い
う
意
識
は
生
れ
に
く
い
。
な
ぜ
な
ら
前
者
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に
お
い
て
は
、
自
然
的
現
実
と
原
則
の
矛
盾
と
い
う
問
題
意
識
そ
の
も
の
が
起
こ
ら
な
い
し
〈
す
べ
て
は
な
る
よ
う
に
な
る
と

さ
れ
〉、
後
者
に
お
い
て
は
、
矛
盾
な
い
し
不
可
解
な
歴
史
的
出
来
事
は
、
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
拒
否
さ
れ
る
だ
け

だ
か
ら
で
あ
る
。〝
か
が
み
〟〈
鑑
〉
と
し
て
の
歴
史
観
で
は
、
倫
理
を
顕
揚
す
る
手�

段�

と
し
て
の
み
歴
史
的
現
実
は
位
置
づ
け

ら
れ
る
。〝
歴
史
に
お
け
る
矛
盾
〟

原
則
や
規
範
と
背
反
し
た
現
実
が
生
じ
た
こ
と
に
、
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
。
あ

る
い
は
、
妥
当
の
次
元
を
異
に
し
、
互
い
に
矛
盾
す
る
二
つ
以
上
の
原
則
や
規
範
が
一
つ
の
事
件
の
中
に
同
時
存
在
す
る
現
実

は
、
い
か
に
説
明
さ
れ
る
の
か
。
こ
う
し
た
歴
史
哲
学
的
な
問
題
意
識
は
、
ま
ま
な
ら
ぬ
「
宿
世
」
や
因
果
の
連
鎖
の
な
か
に

あ
る
経
験
的
現
実
な
い
し
現�

世�

内�

的�

規�

範�

（
儒
教
）
を
絶
対
的
に
超
越
し
た
高
次
の
真
理
と
し
て
の
仏
教
を
媒
介
と
し
て
、
は

じ
め
て
呼
び
さ
ま
さ
れ
た
の
で
あ

（
63
）

る
。

末
木
は
、
こ
う
し
て
「
歴
史
を
『
矛
盾
と
交
錯
』
の
相
に
お
い
て
直
視
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
丸
山
自
身
が
求
め
た
歴
史

観
で
あ
ろ

（
64
）

う
」
と
す
る
と
と
も
に
、
丸
山
の
「『
愚
管
抄
』
に
対
す
る
深
く
立
ち
入
っ
て
の
考
察
と
共
感
は
、
鎌
倉
仏
教
論
の
前
で

と
も
す
れ
ば
見
逃
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
で
あ

（
65
）

る
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
節

「
原
型＝

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
論
に
お
け
る
鎌
倉
新
仏
教
論

末
木
が
い
う
よ
う
に
、「
丸
山
の
仏
教
論
は
何
と
い
っ
て
も
鎌
倉
仏
教
論
に
お
い
て
頂
点
に
達
す

（
66
）

る
」
の
で
あ
っ
た
。
丸
山
は
、

「
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
宗
教
行
動
の
変
革
」
と
題
さ
れ
た
『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
の
第
五
章
の
序
説
に
お
い
て
、
福
沢
諭
吉
の
『
文

明
論
之
概

（
67
）

略
』
を
長
文
に
亘
っ
て
引
用
し
た
う
え
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
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も
ち
ろ
ん
、
福
沢
の
日
本
仏
教
批
判
は
、
彼
の
伝
統
社
会
お
よ
び
文
化
に
た
い
す
る
啓
蒙
思
想
家
と
し
て
の
ラ
ヂ
カ
ル
な
批

判
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
と
く
に
日
本
仏
教
を
正
面
か
ら
そ
れ
だ
け
取
り
上
げ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
日
本
仏
教

が
幕
藩
体
制
の
な
か
に
ほ
と
ん
ど
完
全
に
編
み
こ
ま
れ
た
段
階
以
後
の
仏
教
と
信
仰
形
態
が
、
主
と
し
て
彼
の
眼
中
に
あ
っ
た

こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
…
…
け
れ
ど
も
、
巨
視
的
に
見
て
彼
の
峻
烈
な
日
本
仏
教
の
〈
総
括
的
〉
批
判
…
…
は
ま
さ
に
的
を

射
て
い
た
。
も
し
「
伝
統
」
を
歴
史
を
通
じ
て
支
配
的
な
傾
向
と
定
義
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
が
日
本
仏
教
の
伝
統
で
あ
っ
た
こ

と
は
争
え
な
い
。
た
だ
こ
う
し
た
伝
統
の
流
れ
の
な
か
に
、
時
あ
っ
て
、
少
数
で
は
あ
っ
た
が
こ
れ
を
突
き
破
っ
て
烈
々
と
し

た
光
を
放
っ
た
思
想
と
運
動
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
仏
教
の
初
期
は
そ
う
し
た
も
っ
と
も
顕
著
な
例
外

現
象
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
し
て
、
日
本
思
想
史
の
な
か
か
ら
〈
日
本
思
想
史
を
通
じ
て
も
っ
と
も
傑
出
し
、〉
世
界
的
〈
に
見

て
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
性
格
を
も
つ
〉
思
想
家
が
で
て
き

（
68
）

た
。

親
鸞
・
道
元
・
日
蓮
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
鎌
倉
新
仏
教
の
思
想
的
著
作
は
、
い
ず
れ
も
単
な
る
経
論
の
ス
コ
ラ
的
註
釈
で
は

な
く
、
時
代
の
深
刻
な
苦
悩
を
直
視
す
る
認
識
を
、
さ
ら
に
自
己
の
内
面
の
奥
底
か
ら
の
体
験
に
よ
っ
て
深
化
さ
せ
た
と
こ
ろ

に
生
れ
た
魂
の
叫
び
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
提
示
さ
れ
た
人
間
存
在
の
本
質
に
つ
い
て
の
思
想
は
、
日
本
思
想
史
の
上
で
他
に
類

を
見
な
い
ほ
ど
の
独
創
的
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
流
れ
る
体
験
の
深
さ
、
情
操
の
豊
か
さ
、
論
理
の
透
徹
さ

は
彼
ら
を
し
て
優
に
世
界
の
第
一
級
の
思
想
家
に
伍
せ
し
め
る
に
足
り
る
。
む
し
ろ
そ
れ
が
い
ず
れ
も
十
三
世
紀
初
頭
の
産
物

で
あ
っ
た
こ
と
は
驚
異
と
い
う
に
近

（
69
）

い
。
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末
木
は
、「
い
わ
ば
人
間
の
有
限
性
の
高
次
の
自
覚
で
あ
る
。
…
…
逃
れ
て
も
逃
れ
て
も
執
着
を
断
て
な
い
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
人

間
の
本
性
で
あ
り
、
し
か
も
な
お
罪
業
煩
悩
か
ら
脱
し
た
い
と
い
う
希
求
が
不
断
に
湧
い
て
く
る
。
絶
体
絶
命
の
自
覚
が
、
は
じ
め

て
生
命
力
あ
る
宗
教
的
態
度
を
切
り
開
く
。
…
…
救
済
は
自
然
的
な
空
間
時
間
か
ら
ま
っ
た
く
異
質
の
次
元
の
世
界
へ
の
飛�

躍�

で

あ
（
70
）

る
」
と
い
う
丸
山
の
言
明
を
引
い
て
、「
論
文
な
ど
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
宗
教
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
の
な
い
丸
山
が
、
こ
れ
ほ

ど
情
熱
を
込
め
て
宗
教
の
本
質
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
は
驚
く
ば
か
り
で
あ
り
、
丸
山
の
隠
れ
た
一
面
を
如
実
に
示
し
て
い

（
71
）

る
」

と
驚
嘆
を
隠
さ
な
い
。

そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
丸
山
が
も
う
一
方
で
「
福
沢
の
批
判
す
る
よ
う
な
姿
を
『
日
本
の
仏
教
の
伝
統
』
で
あ
る
と
認

め
る
苦
い
認
識
」
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
、「
こ
の
両
面
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
丸
山
の
仏
教
観
を
形
作
っ
て
い

る
の
で
あ
る
」
と
し
、「
栄
光
と
屈
折
と

そ
の
両
義
性
、
重
層
性
を
見
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
丸
山
仏
教
論
は
単
な
る
ウ
ェ
ー

バ
ー
理
論
の
日
本
へ
の
適
用
を
超
え
て
、
よ
り
深
く
『
伝
統
』
に
切
り
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ

（
72
）

る
」
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
の
第
五
章
の
第
一

三
節
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
絶
対
他
力
信
仰
に
よ
る
非
呪
術
化
」、
「
求
道
修
行
の
純
粋

化
」、「
仏
法
と
王
法
の
否
定
的
媒
介
に
よ
る
結
合
」
と
題
さ
れ
て
、
親
鸞
・
道
元
・
日
蓮
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

末
木
の
い
う
通
り
、
こ
の
中
で
は
親
鸞
に
つ
い
て
の
記
述
が
分
量
的
に
も
っ
と
も
多
く
、
共
感
が
籠
め
ら
れ
て
お

（
73
）

り
、「
道
元
・

日
蓮
に
関
し
て
は
、
そ
の
叙
述
は
い
さ
さ
か
簡
略
で
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
の
思
想
の
本
質
に
立
ち
入
っ
て
の
議
論
と
は
言
え
な

（
74
）

い
」

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
の
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
丸
山
の
親
鸞
に
つ
い
て
の
考
察
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
講
義
録
［
第
四
冊
』
の
第
五
章
第
一
節
で
丸
山
は
、
親
鸞
に
つ
い
て
共
感
を
こ
め
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、

二
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法
然
の
「
悪
人
往
生
説
」
を
さ
ら
に
推
し
す
す
め
、
絶
対
他
力
の
立
場
を
徹
底
さ
せ
た
親
鸞
の
革
命
的
な
「
悪
人
正
機
説
」

も
、
末
法
的
時
代
意
識
を
背
景
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
し
え
た
も
の
で
あ
り
、
親
鸞
の
個
人
的
体
験
と
と
も
に
『
末
法
燈
明
記
』

（
最
澄
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
）
の
よ
う
な
思
想
的
先
行
者
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
の
最
後
の
巻
に
、

こ
の
『
燈
明
記
』
の
ほ
と
ん
ど
全
文
を
引
い
て
、「
末
法
の
世
」
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ

（
75
）

る
。

親
鸞
が
叡
山
を
下
り
て
越
後
に
赴
き
、
妻
帯
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
伝
統
的
仏
教
の
立
場
か
ら
見
た
ら
、
女
犯
を
冒
し
た
破

戒
僧
と
し
て
烙
印
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
親
鸞
は
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
た
れ
ば
こ
そ
、
還
俗
し
、
自
ら
を
「
愛
欲
の
広
海

に
」〔『
教
行
信
証
』〕
溺
れ
、
い
ず
れ
の
行
も
及
び
が
た
い
罪
悪
の
凡
夫
と
規
定
し

（
76
）

た
。

親
鸞
の
還
俗
と
妻
帯
は
〈
自
ら
の
罪
業
の
自
覚
と
結
び
つ
い
て
お
り
〉、
む
ろ
ん
こ
う
し
た
俗
的
世
間
と
俗
的
生
活
の
自
然

的
肯
定
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
非
僧
非
俗
と
い
う
特
殊
の
二
重
否
定
に
お
け
る
自
己
規
定
が
生
れ
て

く
る
。
内
面
化
さ
れ
徹
底
し
た
煩
悩
凡
夫
の
愚
禿
の
自
覚
は
、
こ
の
二
重
否
定
に
根
ざ
し
て
お
り
、
そ
の
底
か
ら
し
て
、
新
た

な
次
元
で
の
求
道
の
不�

断�

に�

日�

常�

化�

さ�

れ�

た�

実�

践�

へ
のD

rang

〔
衝
動
〕
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。「
す
で
に
戒
法
な
し
、
い
ず

れ
の
戒
を
破
せ
ん
に
由
り
て
か
持
戒
あ
ら
ん
や
。
破
戒
な
ほ
無
し
、
い
か
に
況
ん
や
持
戒
を
や
」
の
論
理
は
、
こ
う
し
て
、

「
善
人
な
ほ
生
ま
る
、
い
か
で
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
の
悪
人
正
機
説
に
ま
っ
す
ぐ
に
連
な
っ
て
い
く
の
で
あ

（
77
）

る
。

つ
づ
け
て
丸
山
は
、「
親
鸞
の
思
想
の
特
徴
を
、
ⅰ
悪
人
正
機
説
に
よ
る
此
岸
的
価
値
の
完
全
な
顚
倒
、
ⅱ
内
面
的
罪
意
識
を
通
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ず
る
主
体
の
自
覚
、
ⅲ
万
人
救
済
へ
の
連
帯
意
識
、
ⅳ
「
在
家
仏
教
」
の
思
想
的
深
化
、
ⅴ
ま
ず
信
仰
で
あ
っ
て
、
ま
ず
業
績
で
は

な
い
、
ⅵ
信
仰
が
絶
対
者
か
ら
与
え
ら
れ
る
、
ⅶ
呪
術
的
祈
禱
行
為
か
ら
の
徹
底
し
た
解
放
、
ⅷ
権
力
と
世
俗
道
徳
か
ら
の
自
律
、

と
い
う
八
点
に
ま
と
め
て
い

（
78
）

る
」。
こ
れ
ら
の
特
徴
づ
け
に
つ
い
て
末
木
は
、「
当
時
の
仏
教
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
も

の
に
基
づ
い
て
は
い
る
が
、
こ
う
し
て
体
系
化
す
る
と
、
そ
こ
に
は
ま
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
と
の
近
似
が
顕
著
に
見
て
取
れ

（
79
）

る
」
と
い
う
。

そ
し
て
同
時
に
末
木
は
、「
こ
の
八
つ
の
特
徴
は
順
次
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
も
っ
と
も
個
の
内
面
的
な
問
題
の
追
求
で
あ

る
は
ず
の
親
鸞
の
思
想
が
、
ど
う
し
て
社
会
倫
理
と
し
て
、
ま
た
政
治
思
想
と
し
て
も
大
き
な
意
味
を
も
つ
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
も
あ

（
80
）

る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
丸
山
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
明
に
注
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、

法
然
か
ら
親
鸞
へ
の
浄
土
宗
の
思
想
的
核
心
は
、
な
に
よ
り
も
彼
岸
的
価
値
の
強
調
に
よ
る
信
仰
の
純
粋
化
で
あ
り
、
し
か

も
そ
れ
を
大
衆
的
基
盤
の
上
に
遂
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
仏
法
を
王
法
と
の
混
合
か
ら
洗
練
し
〈
癒
着
か
ら
切
り
離
し
て
〉、

絶
対
的
超
越
性
を
徹
底
さ
せ
た
。
だ
か
ら
俗�

権�

か�

ら�

の�

宗�

教�

の�

独�

立�

が
課
題
で
あ
っ
て
、
政
治
に
た
い
す
る
〈
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
〉

思
想
が
希
薄
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
ま
さ
に
鎮
護
国
家
的
伝
統
か
ら
の
離
反
、
そ
の
意
味
で
の
非
政
治
的
態
度

〈
権
力
の
方
に
積
極
的
に
志
向
し
な
い
態
度
〉
が
、
権
力
お
よ
び
体
制
化
し
た
教
団
か
ら
の
不
断
の
疑
惑
を
ま
ね
く
に
十
分
だ
っ

た
。
い
わ
ん
や
そ
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
呪
術
の
否
定
や
雑
信
〔
神
仏
習
合
〕
の
否
定
が
大
衆
の
中
に
浸
透
す
る
こ
と
は
、
重

大
な
政�

治�

的�

結
果
を
内
包
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
浄
土
宗
に
よ
っ
て
火
蓋
を
切
っ
た
宗
教
改
革
は
、
政
治
に
働
き
か
け
る
よ
り
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も
、
む
し
ろ
政
治
権
力
か
ら
の
弾
圧
を
通
じ
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
政
治
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

（
81
）

る
。

こ
う
し
た
丸
山
の
議
論
を
受
け
、
末
木
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
、
丸
山
の
親
鸞
論
を
総
括
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

宗
教
者
と
し
て
純
粋
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
そ
の
原
理
を
ま
っ
す
ぐ
に
貫
こ
う
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
活
動
は
世
俗

権
力
と
妥
協
す
る
こ
と
な
く
、
逆
に
宗
教
の
原
理
で
世
俗
の
こ
と
が
ら
を
も
動
か
そ
う
と
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
宗
教
的
原
理

主
義
に
も
っ
と
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
こ
そ
「
非�

政�

治�

的�

動�

機�

か�

ら�

の�

政�

治�

的�

行�

動�

」
…
…
と
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
も
も
ち
ろ
ん
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
非
営
利
的
活
動
が
か
え
っ
て
富
の
蓄
積
と
資
本
主
義
を
生
む
と
い

う
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
逆
説
が
下
敷
き
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
丸
山
の
政
治
論
の
核
心
に
触
れ
る
も
の
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
政
治
が
自
己
目
的
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
政
治
を
超
え
た
「
信
仰
の
原
理
」
が
力
強

く
働
く
と
き
、
政
治
そ
の
も
の
が
批
判
さ
れ
、
大
き
く
変
革
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
変
革
こ
そ
、
も
っ
と
も
深
い
と
こ
ろ
で
歴

史
を
動
か
す
力
と
な
る
も
の
で
あ

（
82
）

る
。

そ
し
て
、「『
悪
人
正
機
』
の
よ
う
な
あ
く
ま
で
個
人
の
内
面
の
問
題
が
、
最
終
的
に
権
力
と
世
俗
道
徳
か
ら
の
自
律
と
い
う
形
で

政
治
に
跳
ね
返
っ
て
く
る
」
の
で
あ
り
、「
丸
山
が
も
っ
と
も
力
を
込
め
て
親
鸞
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
は
こ
こ

に
あ

（
83
）

る
」
と
す
る
。
こ
う
し
て
末
木
は
、
丸
山
の
親
鸞
論
は
「
き
わ
め
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
な
匂
い
が
強
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
時

に
そ
こ
に
は
丸
山
の
理
想
の
宗
教
・
政
治
観
が
生
き
生
き
と
示
さ
れ
て
い

（
84
）

る
」
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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た
だ
末
木
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
丸
山
と
は
逆
に
、「
親
鸞
・
道
元
・
日
蓮
ら
に
も
っ
と
も
日
本
的
、〈
原
型
〉
的
な
思
想
を
見
よ

う
と
す
る
立
場
が
あ

（
85
）

る
」
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
末
木
の
い
う
通
り
、
親
鸞
が
「
仏
教
の
も
っ
と
も
基

本
的
な
伝
統
で
あ
る
出
家
修
行
と
い
う
原
則
を
崩
し
、
妻
帯
に
よ
り
教
団
組
織
を
変
質
さ
せ
、
ま
た
、
信
に
よ
る
救
済
を
説
く
こ
と

で
、
修
行
の
原
則
を
捨
て
去
っ

（
86
）

た
」
こ
と
は
、「
世
界
宗
教
で
あ
る
仏
教
本
来
の
普
遍
主
義
的
性
格
の
現
わ
れ
で
あ
る
の
か
、
そ
れ

と
も
仏
教
の
日
本
的
変
質
で
あ
る
の
か
、
一
概
に
は
決
め
が
た

（
87
）

い
」
こ
と
も
ま
た
確
か
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

「〈
原
型
〉
と
非
〈
原
型
〉
は
二
項
対
立
的
に
完
全
に
分
離
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
人
の
思
想
家
の
中
に
し
ば
し
ば
両
者
は
同

居
し
、
重
層
的
、
両
義
的
な
形
態
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
丸
山
は
い
さ
さ
か
親
鸞
ら
を
理
想
化
し
す
ぎ
た
の
で
は
な
い

（
88
）

か
」

と
い
う
末
木
の
疑
問
は
傾
聴
に
価
す
る
も
の
だ
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
の
第
五
章
第
四
節
は
、「
屈
折
と
妥
協
の
諸
相
」
と
題
さ
れ
、
鎌
倉
新
仏
教
の
そ
の
後
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
の
丸
山
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
鎌
倉
新
仏
教
の
そ
の
後
に
つ
い
て
き
わ
め
て
悲
観
的
な
見
方
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

鎌
倉
新
宗
教
に
見
ら
れ
た
宗
教
行
動
の
革
新
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
が
教
団
と
し
て
発
展
し
て
い
く
に
し
た
が
っ
て
、
さ
ま

ざ
ま
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
世
俗
的
行
動
様
式
に
翻
訳
さ
れ
、
と
く
に
公
家
よ
り
も
武
士
層
と
農
民
層
の
日
常
行

動
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
宗
教
自
体
の
社
会
的
な
存
在
形
態
は
、
同
じ
発
展
に
併
行
し
て
多
少
と
も

開
祖
の
精
神
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
き
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
原
型
の
制
約
が
ふ
た
た
び
表
面
化
し
、
旧
仏
教
の
あ
り
方
と
は
同

じ
で
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
と
の
連
続
面
を
濃
く
し
て
い
く
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
自
我
人
格
が
〝
世
間
〟

や
〝
既
成
事
実
〟
と
内
面
的
な
緊
張
関
係
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
断
に
前
者
を
体
系
的
・
合
理
的
にreconstruct

〔
再
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構
築
・
改
造
〕
し
て
ゆ
く
よ
う
な
精
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
再
生
す
る
ほ
ど
に
は
、
日
本
の
宗
教
改
革
は
ラ
ジ
カ
ル
に
遂
行
さ
れ

な
か
っ
た
と
い
っ
て
い

（
89
）

い
。

そ
し
て
丸
山
は
「
原
型
の
制
約
〈
再
抬
頭
〉」
を
、
①
呪
術
的
傾
向
が
再
び
浸
透
し
て
き
た
こ
と
、
②
神
仏
習
合
、
祖
霊
・
地
霊

信
仰
と
の
抱
合
、
教
義
上
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム
〔
習
合
〕
の
傾
向
、
③
教
団
組
織
のparticularistic

な
性
格
の
再
現
〈
濃
化
〉
、

④
王
法
（
俗
権
）
と
の
再
癒
着
、
⑤
聖
価
値
の
審
美
的
価
値
へ
の
埋
没
、
遁
世
・
閑
居
の
伝
統
と
い
う
五
つ
の
側
面
に
お
い
て
見
る

の
で
あ
る
。
末
木
は
、「
こ
れ
ら
の
点
は
、
丸
山
の
み
な
ら
ず
、
戦
後
の
仏
教
研
究
に
お
い
て
い
ず
れ
も
否
定
的
に
評
価
さ
れ
て
き

た
特
徴
で
あ

（
90
）

る
」
と
し
つ
つ
、
た
だ
「
戦
後
の
主
流
の
研
究
動
向
」
で
は
、
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
「
旧
仏
教
」
の
特
徴
と
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
り
、
丸
山
の
特
徴
は
「『
新
仏
教
』
自
体
の
変
化
と
し
て
、
祖
師
に
よ
る
改
革
が
、
そ
の
継
承
者
に
よ
っ
て
『
屈
折
と
妥

協
』
へ
と
向
か
う
と
い
う
図
式
を
提
出
し
た
と
こ

（
91
）

ろ
」
に
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

丸
山
は
こ
う
し
た
「
屈
折
と
妥
協
」
の
諸
側
面
に
つ
い
て
述
べ
た
あ
と
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
「
屈
折
と
妥
協
」
が
も
た
ら
さ
れ
た

の
か
と
い
う
理
由
の
追
究
へ
と
向
か
い
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、

宗
教
的
信
仰
が
人
間
の
全
生
活
態
度
を
積
極
的
に
規
定
し
て
い
く
と
い
う
点
か
ら
見
て
、
日
本
仏
教
が
な
に
ゆ
え
に
「
原

型
」
か
ら
の
質
的
飛
躍
を
歴
史
的
に
持
続
さ
せ
る
だ
け
の
力
を
も
ち
え
ず
、
こ
う
し
た
屈
折
と
妥
協
の
跡
を
濃
く
と
ど
め
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
か
。
そ
こ
に
は
、
仏
教
そ
の
も
の
の
も
つ
一
般
的
性
格
と
い
う
面
か
ら
と
、
日
本
的
特
殊
性
と
い
う
面
か
ら
と
、

の
二
つ
の
側
面
か
ら
の
考
察
が
必
要
で
あ
ろ

（
92
）

う
。
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前
者
に
つ
い
て
丸
山
は
、
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、「
両
者
の
宗
教
行�

動�

に
お
け
る
一�

般�

的�

な�

相
違
が
、
そ
れ

ぞ
れ
世
間
的
生
活
態
度
、
し
た
が
っ
て
政
治
行
動
の
パ
タ
ー
ン
の
一�

般�

的�

な�

ち
が
い
を
い
か
に
生
み
出
し
た
か
と
い
う
問

（
93
）

題
」
だ
と

し
て
考
察
す
る
。
丸
山
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
末
木
も
引
い
て
い
る
よ
う
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、

仏
教
哲
学
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
は
異
っ
て
絶
対
者
と
し
て
の
唯
一
人
格
神
と
人
間
と
の
関
係
（religio

＝

結
び
）
を
中
心

と
し
て
構
成
せ
ら
れ
た
（
神
中
心
な
い
し
は
人
間
中
心
の
）
救
済
宗
教
で
は
な
く
、
根
本
的
に
「
空
」
の
直
観
を
め
ざ
す
汎
神

論
な
い
し
汎
心
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
歪
曲
さ
れ
な
い
純
粋
形
態
に
お
い
て
仏
教
か
ら
生
れ
る
宗
教
行
動
と
し
て
は
、
絶

対
者
と
の
神
秘
的
合
一
（unio

m
ystica

）
の
「
境
地
」
に
達
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
神
秘
主
義
的
瞑
想
行
動
へ
の
傾
向
性
が
、

超
越
的
人
格
神
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
た
義
務
（
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）
を
地
上
に
お
い
て
遂
行
す
る
と
い
う
社
会
的
実
践
へ
の
傾
向
性

よ
り
も
本
来
的
に
強

（
94
）

い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
後
者
の
「
日
本
的
特
殊
性
」
に
つ
い
て
、
丸
山
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
う
し
て
日
本
仏
教
の
場
合
に
は
、「
原
型
」
的
生
活
様
式
と
生
活
感
情
の
持
続
性
と
い
う
要
因
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
生
活
態
度
と
の
連
関
性
と
い
う
問
題
は
さ
ら
に
特
殊
の
着
色
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
絶
対
者
へ
の
信
仰
は
、

現
世
的
権
威
へ
の
通
常
の
血
縁
・
地
縁
的
つ
な
が
り
に
よ
る
自
然
的
な
愛
着
感
情
と
か
、
共
同
体
・
社
会
集
団
へ
の
自
然
的
な

所
属
意
識
を
い�

っ�

た�

ん�

遮
断
し
、
ご
破
算
に
し
て
、
い
か
な
る
地
上
的
な
規
定
性
を
も
脱
し
た
た
だ
ひ
と
り
の
人
間
と
し
て
、
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絶
対
者
と
向
き
合
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
て
出
発
す

（
95
）

る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
即
自
的
な
家
族
・
世
間
や
集
団
へ
の
精
神
的
も
た
れ
か
か
り
を
自
分
の
内
面
に
お
い
て
断
つ
こ
と
自

体
が
、〔「
原
型
」
的
意
識
に
お
い
て
は
〕
倫
理
無
視
と
受
け
と
め
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
倫
理
が
集
合
倫
理＝

共
同
体
倫
理
だ
か

ら
で
あ
る
（「
仁
義
」「
義
理
」
か
ら
「
国
家
」
へ
の
義
務
ま
で
）。
だ
か
ら
、
世�

間�

内�

出�

世�

間�

と
い
う
生
活
態
度
は
、
原
型
の

磁
力
が
強
い
ほ
ど
困
難
に
な
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
山
林
ま
た
は
僧
院
教
会
内
に
空
間
的
に
隠
遁
す
る
か
、
そ
れ
と
も
無
限

に
俗
化
す
る
か
と
い
う
二
者
択
一
は
、
日
本
で
は
よ
り
ラ
ジ
カ
ル
な
形
で
仏
教
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、
戒

律
・
内
法
の
拘
束
力
の
弱
さ
と
、
還
相
面
独
自
の
社
会
倫
理
の
弱
さ
は
相
俟
っ
て
、
さ
き
に
述
べ
た
福
沢
〔
諭
吉
〕
の
一
括
批

判
を
浴
び
る
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
を
一
般
化
し
た
の
で
あ

（
96
）

る
。

こ
う
し
た
言
明
に
つ
い
て
末
木
は
、「
こ
れ
も
果
た
し
て
中
世
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る
」

と
し
つ
つ
も
、「
丸
山
の
問
題
意
識
を
き
わ
め
て
明
瞭
に
示
し
て
い

（
97
）

る
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
の
第
五
章
に
は
第
六
節
と
し
て
、
一
九
六
三
年
講
義
か
ら
採
ら
れ
た
蓮
如
と
一
向
一
揆
に
つ
い
て
の
議

論
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
丸
山
の
言
明
を
引
く
こ
と
だ
け
に
と
ど
め
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

室
町
時
代
の
社
会
的
動
乱
と
荘
園
的
秩
序
に
代
わ
る
新
た
な
惣
村
制
の
発
展
時
代
に
、
名
主
的
農
民
…
…
お
よ
び
下
層
在
地

武
士
の
、
守
護
大
名
、
さ
ら
に
戦
国
大
名
に
た
い
す
る
大
規
模
な
闘
争
を
典
型
的
に
代
表
し
た
一
向
一
揆
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
に
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よ
る
島
原
の
乱
と
と
も
に
、
日
本
の
宗
教
が
下
か
ら
の
社
会
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
条
〈
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
〉
と
し
て
作
用
し

た
き
わ
め
て
稀
有
な
例
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
真
宗
教
団
が
そ
の
下
部
に
大
規
模
に
農
民
層
を
包
含
し
た
形
で
発
展
し
、
一
向

一
揆
の
い
わ
ば
前
提
条
件
を
つ
く
り
だ
し
た
の
は
、
本
願
寺
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
八
代
法
主
蓮
如
で
あ
っ
た
。
今
日
の
本
願

寺
は
教
理
と
組
織
の
両
面
で
、
ほ
と
ん
ど
蓮
如
一
代
の
業
に
負
う
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
真
宗
の
宗
教
改
革
的
性
格
は
ピ
ー
ク

に
達
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
真
宗
の
決
定
的
変
質
も
こ
こ
か
ら
開
始
さ
れ
て
い

（
98
）

る
。

こ
こ
で
も
丸
山
の
「
両
義
性
の
自
覚
」
は
明
白
で
あ
る
。
た
し
か
に
末
木
の
指
摘
す
る
よ
う
に
『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
に
お
け

る
「
原
型＝

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
論
に
基
づ
く
「
仏
教
論
」
に
は
、
十
七
条
憲
法
や
親
鸞
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
面
性
が
見
ら
れ
る
こ

と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
全
体
と
し
て
は
、「
原
型
」
と
「
原
型
」
を
突
破
す
る
普
遍
的
か
つ
超
越
的
性
格
を
も
っ
た
仏
教
と
い
う

二�

項�

対�

立�

の
構
図
に
よ
っ
て
貫
か
れ
、
し
か
も
そ
こ
に
は
、
末
木
の
い
う
「
両
義
性
の
自
覚
」
も
ま
た
十
全
に
見
出
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
そ
こ
に
は
、
い
ま
だ

当
然
の
こ
と
な
が
ら

①
「
絶
対
者
」（
な
い
し
は
「
普
遍
者
」「
究
極
者
」「
超
越
者
」）
と

い
う
契
機
、
②
「
共�

同�

体�

的�

な�

る�

も�

の�

」
（＝

「
自
他
人
倫
の
和
合
」）
と
い
う
特
殊
主
義
的
契
機
、
そ
し
て
③
「
未
開
の
野
性
」
と

も
い
う
べ
き
〈
人
類
史
的
〉
な
基
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
普
遍
主
義
的
な
契
機
と
い
う
、
三
つ
の
契
機
か
ら
な
る
三�

項�

関�

係�

（＝

ト
リ
ア
ー
デ
）
は
明
確
な
姿
を
見
せ
て
は
い
な
い
。

は
た
し
て
「
原
型＝

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
論
か
ら
、「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
へ
と
「
飛
躍
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
丸
山
の
「
仏

教
論
」
に
は
、
な
ん
ら
か
の
変
化
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
に
お
い
て
は
、「
歴
史
意
識
の
『
古

（
99
）

層
』」
等
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に
お
け
る
丸
山
の
「
仏
教
」
に
関
す
る
記
述
に
即
し
て
、
こ
う
し
た
問
い
に
答
え
て
い
き
た
い
。

第
二
章

「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
の
仏
教
像

「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
段
階
の
丸
山
に
は
、『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
の
よ
う
な
仏
教
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
考
察
は
な
い
。

「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
に
お
い
て
丸
山
が
、
イ
歴
史
意
識
（
あ
る
い
は
コ
ス
モ
ス
の
意
識
）、
ロ
倫
理
意
識
、
ハ
政
治
意
識
と

い
う
三
つ
の
領
域
で
「
古
層＝
執
拗
低
音
」
の
抽
出
・
単
離isolate

を
試
み
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ

（
100
）

う
。

そ
の
う
ち
イ
の
歴
史
意
識
（
あ
る
い
は
コ
ス
モ
ス
の
意
識
）
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
二
年
に
『
日
本
の
思
想
六

歴
史
思
想

集
』
の
「
解
説
」
と
し
て
論
稿
「
歴
史
意
識
の
『
古
層
』」
が
刊
行
さ
れ
、
ロ
の
倫
理
意
識
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
五
年
に

な
っ
て
よ
う
や
く
未
発
表
の
英
語
原
稿
の
日
本
語
訳
が
、「
日
本
に
お
け
る
倫
理
意
識
の
執
拗
低
音

そ
の
い
く
つ
か
の
側
面

」（
平
石
直
昭

（
101
）

訳
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
ハ
の
政
治
意
識
に
つ
い
て
は
、
①
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
リ
チ
ャ
ー

ド
・
ス
ト
ー
リ
ー
教
授
の
追
悼
論
文

（
102
）

集
に
収
録
さ
れ
た
英
語
論
文T

he
structure

ofM
atsurigoto

:the
basso

ostinato
ofJapa-

nese
politicallife

、
②
一
九
八
四
年
一
一
月
に
行
わ
れ
た
「
百
華
会
」
で
の
講
演
記
録
「
政
事
の
構
造

政
治
意
識
の
執
拗
低

音

（
103
）」、

③
鶴
見
俊
輔
・
北
沢
恒
彦
・
塩
沢
由
典
の
三
人
に
よ
る
丸
山
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
記
録
と
し
て
、
丸
山
没
後
に
公
刊

さ
れ
た
『
自
由
に
つ
い
て

七
つ
の
問
答

（
104
）』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
第
七
の
問
答
」（
一
九
八
五
年
六
月
二
日
、
京
都
で
実

施
）、
④
い
わ
ゆ
る
「
正
統
と
異
端
」
研
究
会
に
お
け
る
丸
山
の
報
告
と
討
論
の
記
録
（
一
九
八
五
年
九
月
二
七
日
に
実
施
）
と
し

て
の
「
政
事
の
構
造
を
め
ぐ
っ

（
105
）

て
」
と
い
う
四
つ
の
テ
キ
ス
ト
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
国
際
基
督
教
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
が
主
催
し
た
「
日
本
文
化
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
ス
を
考
え
る
」
と
題
さ
れ
た
連
続
講

演
会
の
一
環
と
し
て
一
九
八
一
年
六
月
一
九
日
に
行
わ
れ
た
講
演
「
原
型
・
古
層
・
執
拗
低

（
106
）

音
」
も
、「
古
層＝

執
拗
低
音
」
に
つ

い
て
の
ま
と
ま
っ
た
論
考
の
一
つ
に
数
え
上
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
七
つ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
仏
教
に
関
す
る
多
少
と
も
ま
と
ま
っ
た
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
歴
史
意
識
の

『
古
層
』」
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、「
日
本
に
お
け
る
倫
理
意
識
の
執
拗
低
音

そ
の
い
く
つ
か
の
側
面

」
に
お
い
て
も
、

一
点
の
み
で
は
あ
る
も
の
の
、
本
稿
の
主
題
と
の
関
係
で
は
き
わ
め
て
重
要
な
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
本
章
で
は
「
歴
史

意
識
の
『
古
層
』」
に
お
け
る
仏
教
へ
の
言
及
を
中
心
に
、
丸
山
自
身
が
遺
し
た
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
の
仏
教
像
を
整
理
し
て

示
す
こ
と
と
し
よ
う
。

さ
て
、「
歴
史
意
識
の
『
古
層
』」
に
お
い
て
丸
山
は
、
周
知
の
よ
う
に
「
記
紀
神
話
の
冒
頭
の
叙
述
か
ら
抽
出
し
た
発
想
様

（
107
）

式
」

と
し
て
、「
な
る
」「
つ
ぎ
」「
い
き
ほ
ひ
」
と
い
う
三
つ
の
基
底
範
疇
を
ひ
ろ
い
あ
げ
、
こ
れ
ら
を
強�

い�

て�

一
つ
の
フ
レ
ー
ズ
に
ま

と
め
た
「
つ
ぎ
つ
ぎ
に
な
り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
を
、「
日
本
の
歴
史
意
識
の
古
層
を
な
し
、
し
か
も
そ
の
後
の
歴
史
の
展
開
を
通
じ

バ

ッ

ソ

・

オ

ス

テ

ィ

ナ

ー

ト

て
執
拗
な
持
続
低
音
と
し
て
ひ
び
き
つ
づ
け
て
来
た
思
惟
様

（
108
）

式
」
と
し
て
提
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

丸
山
は
「
基
底
範
疇
の
Ａ

な
る
」
の
抽
出
に
当
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

世
界
の
諸
神
話
に
あ
る
宇
宙
（
天
地
万
物
人
間
を
ふ
く
む
）
の
創
世
論
を
見
る
と
、
そ
の
発
想
の
基
底
に
流
れ
て
い
る
三
つ

の
基
本
動
詞
に
ぶ
つ
か
る
。「
つ
く
る
」
と
「
う
む
」
と
「
な
る
」
で
あ
る
。
…
…
こ
の
三
者
を
論
理
的
に
一�

応�

区
別
し
た
う

え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
を
宇
宙
創
成
論
と
し
て
命
題
化
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
三
つ
の
「
型
」
と
な
る
。
イ
わ
れ
わ
れ
の
住
む
世
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界
と
万
物
は
人
格
的
創
造
者
に
よ
っ
て
一
定
の
目
的
で
つ
く
ら
れ
た
。
ロ
そ
れ
は
神
々
の
生
殖
行
為
で
う
ま
れ
た
。
ハ
そ
れ
は

世
界
に
内
在
す
る
神
秘
的
な
霊
力
（
た
と
え
ば
メ
ラ
ネ
シ
ア
神
話
で
い
うm

ana

）
の
作
用
で
具
現
し
た
。
…
…

し
た
が
っ
て
図
式
的
に
右
の
三
者
を
線
上
に
位
置
づ
け
れ
ば
、「
つ
く
る
」
と
「
な
る
」
が
両
極
を
構
成
し
、「
う
む
」
は
そ

の
中
間
に
浮
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
…
…
前�

者�

の
典
型
は
ユ
ダ
ヤ＝

キ
リ
ス
ト
教
系
列
の
世
界
創
造
神
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
と

ち
ょ
う
ど
対
蹠
的
に
日
本
神
話
で
は
「
な
る
」
発
想
の
磁
力
が
強
く
、「
う
む
」
を
「
な
る
」
の
方
向
に
ひ
き
こ
む
傾
向
が
あ

る
。
そ
れ
だ
け
「
つ
く
る
」
論
理
に
お
け
る
よ
う
な
、
主
体
へ
の
問
い
と
目
的
意
識
性
と
は
鮮
烈
に
現
わ
れ
な
い
わ
け
で
あ（

109
）

る
。

丸
山
の
い
う
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
は
、
決
し
て
「
わ
が
国
固
有
の
原
型
（
古
層
）
的
意
識
」（
水
林

（
110
）

彪
）
で
も
、「〈
体
制
の
下

部
構
造
〉
と
し
て
の
『（
天
皇
制
的
）
古
層
』」（
飯
田
泰

（
111
）

三
）
で
も
な
く
、
人
類
普
遍
の
「
未
開
の
野
性
」
と
も
い
う
べ
き
、「
マ
ナ

イ
ズ
ム
的
な
『
ヒ
』（＝

『
日
』・『
霊
』・『
毘
』）
へ
の
信
仰
と
か
か
わ
る
普
遍
的
要

（
112
）

素
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

筆
者
の
主
張
は
、
丸
山
の
こ
う
し
た
議
論
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
問
題
は
あ
く
ま
で
も
仏
教
に
つ
い
て
で

あ
る
。

丸
山
は
、「『
な
る
』
が
『
な
り
ゆ
く
』
あ
る
い
は
『
な
り
ま
か
る
』
と
し
て
そ�

の�

ま�

ま�

歴
史
的
推
移
を
表
現
す
る
日
本
語
の
基
本

範
疇
に
な
る
の
は
、
や
は
り
漢
文
な
い
し
疑
似
漢
文
で
な
く
、
和
文
に
よ
る
一
連
の
歴
史
文
学
の
出
現
を
俟
た
ね
ば
な
ら

（
113
）

な
」
か
っ

た
と
し
、
慈
円
の
『
愚
管
抄
』
と
と
も
に
、『
水
鏡
』
を
俎
上
に
載
せ
る
。
丸
山
は
『
水
鏡
』
の
冒
頭
に
お
い
て
修
行
者
が
「
…
…

す
こ
し
物
の
こ
ゝ
ろ
つ
き
て
の
ち
、
こ
の
と
ゝ
せ
あ
ま
り
、
世
の
な�

り�

ま�

か�

る�

さ�

ま�

の
、
心
と
ゞ
む
べ
く
も
み
え
侍
ら
ね
ば
、
人
ま

ね
に
、
も
し
後
世
や
た
す
か
る
と
て
、
か
や
う
に
迷
ひ
あ
り
き
侍

（
114
）

也
」
と
語
る
の
を
引
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
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わ
ち
、

こ
こ
で
は
、「
な
り
ま�

か�

る�

」
と
い
う
表
現
が
い
み
じ
く
も
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
的
推
移
は

こ
れ
は
他
の

「
物
語
」
も
の
や
『
愚
管
抄
』
に
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
だ
が

も
は
や
「
な
り
」「
な
る
」
の
含
意
の
一
つ
で
あ
っ
た
生
長

増
殖
へ
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
に
か
わ
っ
て
、
栄
枯
盛
衰
的
「
う
つ
ろ
ひ
」
の
空
し
さ
の
感
覚
が
主
旋
律
を
奏
し
て
い
る
。
こ
れ

は
い
う
ま
で
も
な
く
、「
諸
行
無
常
」
と
い
う
仏
教
的
世
界
観
が
歴�

史�

像�

へ
投
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
に�

も�

か�

か�

わ�

ら�

ず�

、

注
目
し
た
い
の
は
、
歴
史
語
り
の
主
人
公
で
あ
る
翁
が
「
…
…
大
か
た
は
、
い
ま
の
世
を
は
か
な
く
み
う
と
み
給
て
、
い
に
し

（
目
）

へ
は
か
く
し
も
あ
ら
ざ
り
け
む
と
、
あ
さ
く
お
ぼ
す
ま
じ
。
す
べ
て
三
界
は
い
と
ふ
べ
き
事
な
り
と
ぞ
お
ぼ
す
べ
き
。
此
め
の

（
前
）

ま
へ
の
よ
の
あ
り
さ
ま
は

（
折
・
機
）

を
り
に�

し�

た�

が�

ひ�

て�

、
と�

も�

か�

く�

も�

な�

り�

ま�

か�

る�

也�

。
い�

に�

し�

へ�

を�

ほ�

め�

、
い�

ま�

を�

そ�

し�

る�

べ�

き�

に�

あ�

ら�

ず�

」
と
修
行
者
を
戒
め
、
修
行
者
も
、
こ
れ
を
う
け
て
、
「
…
…
ち
か
ご
ろ
の
こ
と
な
ど
を
人
の
か
た
り
つ
た
へ
申
す
を

き
く
に
、
こ
の
世
中
は
い
か
に
か
く
は
な
り
ま
か
る
や
む
と
、
こ
と
に
ふ
れ
て
あ
は
れ
に
の
み
お
ぼ
へ
て
か
ゝ
る
み
ち
に
い
り

に
た
れ
ば
、
一
か
た
に
、
な
べ
て
世
を
そ
し
る
心
も
あ
り
」
と
「
自
己
批
判
」
し
つ
つ
、「
い
で
の
た
ま
は
せ
よ
、
う
け
た
ま

は
る
」
と
い
う
次
第
で
、
翁
が
「
神
の
世
よ
り
見
侍
し
こ
と
」
を
の
べ
る
形
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ

（
115
）

る
。

丸
山
は
、『
水
鏡
』
に
お
い
て
こ
れ
に
つ
づ
い
て
紹
介
さ
れ
る
、「
歴
史
哲
学
序
論
と
し
て
…
…
『
倶
舎
論
』
巻
十
二
の
四
劫
（
成
・

住
・
壊
・
空
）
の
時
間
論
」
も
、「
仏
教
渡�

来�

以�

前�

の
日
本
は
、
仏
法
が
失
せ
『
世
の
有
様
も
わ
ろ
く
な
り
ま
か
』
っ
た
近�

来�

の
時

代
に
、
か
え
っ
て
類
似
性
が
多
い
の
だ
か
ら
、
一
概
に
あ
り
し
昔
の
よ
き
日
を
規
準
に
し
て
現
在
を
裁
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
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命
題
を
引
き
出
す
た
め
な
の
で
あ

（
116
）

る
」
と
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
よ
う
に
『
水
鏡
』
の
著
者
に
と
っ
て
、
世
の
「
な
り
ま
か
る
」
さ
ま
を
知
る
こ
と
の
、
重
要
な
意
味
の
一
つ
は
、
現
在

へ
と
流
れ
こ
ん
で
い
る
歴
史
の
傾
向
に
た
い
し
て
も�

っ�

ぱ�

ら�

否
定
的
な
評
価
を
下
す
一
面
的
傾
向
を
是
正
す
る
こ
と
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
…
…
個�

�々

の�

歴
史
物
語
に
お
け
る
こ
う
し
た
史
観
の
実�

質�

的�

な
動
機
は
さ
し
あ
た
っ
て
の
関
心
事
で
は
な

い
。
要
す
る
に
、「
な
り
ゆ
く
世
」
の
範
疇
が
仏
教
世
界
観
の
現�

世�

的�

適�

用�

と
結
び
つ
い
て
、
も
っ
と
も
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
調
性
を
帯
び
た
場
合
に�

さ�

え�

、
歴
史
叙
述
に
お
い
て
ム
ス
ヒ
（
産
霊
）
の
発
動
に
よ
る
生
長
増
殖
と
い
う
宇
宙
創
成
の
イ

メ
ー
ジ
が
、
ひ
き
つ
づ
き
低
音
と
し
て
静
か
に
、
し
か
し
執
拗
に
ひ
び
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
足
り

（
117
）

る
。

つ
づ
く
「
基
底
範
疇
の
Ｂ

つ
ぎ
」、「
基
底
範
疇
の
Ｃ

い
き
ほ
ひ
」
に
は
、
仏
教
に
直
接
言
及
す
る
ま
と
ま
っ
た
記
述
は

な
い
。
た
だ
「
基
底
範
疇
の
Ｂ

つ
ぎ
」
に
お
け
る
「
宗
教
的
な
超
越
者
に
も
自
然
法
的
普
遍
者
に
も
な
じ
み
に
く
い
日
本
の
カ

よ
ろ
ず
よ

ル
チ
ュ
ア
に
お
い
て
、『
つ
ぎ
つ
ぎ
』
の
無
窮
の
連
続
性
は
、『
ま
こ
と
に
万
世
も
つ
き
ま
じ
き
御
世
の
栄
へ
、
つ�

ぎ�

つ�

ぎ�

今
よ
り
い

よ
ろ
ず
よ

と
頼
も
し
げ
に
ぞ
見
せ
さ
せ
給
ふ
』（『
大
鏡
』
第
一
）
と
い
う
よ
う
に
、
『
万
世
』（『
万
代
』
と
も
書
く
）
と
い
う
表
象
と
結
び
つ

く
こ
と
に
よ
っ
て
、『
永
遠
者
』
の
観
念
に
代�

位�

す
る
役
割
を
い
と
な
ん
だ
の
で
あ
っ

（
118
）

た
」
と
い
う
記
述
や
、「
こ
こ
で
『
つ
ぎ
つ
ぎ
』

の
範
疇
と
の
関
連
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
儒
教
の
天
命
思
想
の
浸
透
と
と
も
に
、『
継
天
』
も
し
く
は
『
継
天
立
極
』
と
い

う
熟
語
が
き
わ
め
て
高
い
頻
度
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
中
国
古
典
思
想
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
『
天
』
の
『
天

子�

』
か
ら
の
超�

越�

的�

契
機
を
う
す
め
る
方
向
に
働
い
た
、
と
い
う
点
で
あ

（
119
）

る
」
と
い
う
記
述
に
注
意
を
向
け
て
お
こ
う
。「
古
層＝
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執
拗
低
音
」
論
に
お
け
る
丸
山
の
問
題
意
識
が
、
ひ
き
つ
づ
き
「
宗
教
的
な
超
越
者
」
や
「
自
然
法
的
普
遍
者
」、
あ
る
い
は
「
超

越
的
契
機
」
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

同
時
に
「
基
底
範
疇
Ｃ

い
き
ほ
ひ
」
に
お
け
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、

や

つ

か

ほ

い

か

し

ほ

す
め
が
み

祝
詞
の
慣
用
語
で
あ
る
「
い
か
し
」
に
つ
い
て
も
、
た
と
え
ば
「
祈
年
祭
」
祝
詞
に
お
け
る
「
八
束
穂
の
伊
加
志
穂
に
皇
神

た
ち

い
か
し
み
よ

さ
き

等
の
依
さ
し
奉
ら
ば
、
…
…
」
や
「
茂
御
世
に
幸
は
へ
奉
る
が
故
に
…
…
」
な
ど
、
ま
た
、
著
名
な
「
中
臣
寿
詞
」
の
「い

か
し
ほ
こ

茂
槍

つ
か
へ
ま
つ

の
中
執
り
持
ち
て
奉
仕
る
」
の
「
い
か
し
」
の
場
合
、
ま
さ
に
後
二
者
の
「
茂
」
の
字
が
表
現
す
る
よ
う
に
、「
い
き
ほ
ひ
」
の

旺
盛
さ
へ
の
讃
美
を
離
れ
て
は
、
そ
の
尊
「
厳
」
性
も
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
い
き
ほ

ひ
」
の
観
念
は
「
み
た
ま
の
ふ
ゆ
」（
神
霊
・
霊
威
・
恩
頼
）
と
い
う
、
あ
の
き
わ
め
て
象
徴
的
な
表
現
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

生
長
・
増
殖
・
活
動
の
タ
マ
あ
る
い
は
ヒ
（
霊
力
）
へ
の
信
仰
を
媒
介
と
し
て
「
な
る
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
連
動
し
、
一
層
そ

の
価
値
序
列
を
高
め
る
こ
と
に
な

（
120
）

る
。

ダ
ル
マ

日
本
神
話
に
お
い
て
人
格
神
の
形
で
も
、
非
人
格
的
な
「
理
」
な
い
し
は
「
法
」
の
形
で
も
、
太
極
・「
全
一
者
」（ekam

）・

ほ
ん
ぶ
し
ょ
う
ざ
い

太
一
（
史
記
、
呂
氏
春
秋
）・
本
不
生
際
（
大
日
経
）
な
ど
に
あ
た
る
絶
対
的
始
原
者
ま
た
は
不
生
不
滅
の
永
遠
者
が
な
い
こ

と
は
、
神
道
を
「
神
学
」
に
ま
で
体
系
化
し
よ
う
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
を
昔
か
ら
悩
ま
せ
て
来
た
。
け
れ
ど
も
摂
理
史
観
や

規
範
主
義
的
史
観
の
確
立
に
と
っ
て
は
都
合
の
悪
い
こ
う
し
た
「
欠
如
」
こ
そ
、
か
え
っ
て
「
い
き
ほ
ひ
」
の
歴
史
的
オ
プ

テ
ィ
ミ
ズ
ム
を
支
え
て
来
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
は
生�

成�

の�

エ
ネ
ル
ギ
ー
自�

体�

が�

原
初
点
に
な
っ
て
い
る
（
は
じ
め
に
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「
い
き
ほ
ひ
」
あ
り
き
！
）
と
い
う
特
殊
な
「
論
理
」
の
楯
の
反
面
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
神
武
創�

業�

説
話
に
お
い
て
、

ム
ス
ヒ
の
霊
が
呼
び
起
こ
さ
れ
、
ま
た
、
さ
き
に
見
た
ア
マ
テ
ラ
ス
の
「
い
つ
の
お
た
け
び
」
が
そ
の
ま
ま
リ
フ
レ
イ
ン
さ
れ

て
い
る
（
紀
）
よ
う
に
、
歴
史
的
劃
期
に
お
い
て
は
、
い
つ
も
「
初
発
」
の
「
い
き
ほ
ひ
」
が
未
来
へ
の
行
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

源
と
な
る
傾
向
が
見
ら
れ

（
121
）

る
。

「
古
層＝

執
拗
低
音
」
の
正
体
は
、
生
成
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
体
で
あ
る
「
ヒ
」（
ム
ス
ヒ
の
「
ヒ
」）、
す
な
わ
ち
人
類
普
遍
の

「
未
開
の
野
性
」
た
る
マ
ナ
イ
ズ
ム
のm

ana

に
相
当
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
が
「
太
極
・『
全
一
者
』（ekam

）・
太
一

ほ
ん
ぶ
し
ょ
う
ざ
い

（
史
記
、
呂
氏
春
秋
）・
本
不
生
際
（
大
日
経
）
な
ど
に
あ
た
る
絶
対
的
始
原
者
ま
た
は
不
生
不
滅
の
永
遠
者
」
の
「
欠
如
」
と
、
そ

の
楯
の
反
面
に
あ
る
「
初
発
」
に
お
け
る
生�

成�

の�

エ
ネ
ル
ギ
ー
自�

体�

が�

原
初
点
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
特
殊
な
「
論
理
」
を
も
た
ら

す
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
三
つ
の
「
基
底
範
疇
」
の
「
関
連
と
役
割
」
へ
と
議
論
へ
と
進
ん
で
い
く
な
か
で
、
丸
山
は
仏
教
に
関
す
る
多
少
と
も

ま
と
ま
っ
た
叙
述
を
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
丸
山
は
、「『
古
層
』
に
お
け
る
歴
史
像
の
中
核
を
な
す
の
は
過
去
で
も
未
来
で
も
な
く
て
、『
い
ま
』
に
ほ
か
な
ら
な

い
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

わ
れ
わ
れ
の
歴
史
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
「
い
ま
」
の
尊
重
と
ワ
ン
・
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。
過
去
は
そ
れ
自
体
無
限
に

遡
及
し
う
る
生
成
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
「
い
ま
」
の
立
地
か
ら
は
じ
め
て
具
体
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
逆
に
「
な
る
」
と
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「
う
む
」
の
過
程
と
し
て
観
念
さ
れ
た
過
去
は
不�

断�

に�

あ
ら
た
に
現
在
し
、
そ
の
意
味
で
は
現
在
は
全
過
去
を
代
表
（re-pre-

sent

）
す
る
。
そ
う
し
て
未
来
と
は
ま
さ
に
、
過
去
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
満
載
し
た
「
い
ま
」
の
「
い
ま
」
か
ら
の
「
初
発
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
未
来
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
歴
史
に
目
標
と
意
味
を
与
え
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
は
る
か
な
過
去
が
歴
史
の
規

め
ぐ

範
と
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
…
…
「
…
…
故
、
是
を
以
て
今�

も�

今�

も�

遠�

長�

く�

、
平
ら
け
く
恵
び
賜
ひ
安
め
賜
は
む
と
、
彼
の

こ
き
し

す
め
ろ
ぎ

み

か

ど

国
王
に
は
語
ら
へ
る
と
詔
る
」（
続
紀
、
巻
三
十
四
、
宝
亀
八
年
四
月
二
十
三
日
宣
命
）
と
か
、「
天
皇
の
朝
廷
を
今�

も�

今�

も�

い

と

き

は

か

き

は

や
ま
す
ま
す
に
、
常
盤
に
堅
盤
に
夜
守
り
日
守
り
に
護
り
賜
へ
と
…
…
」（
文
徳
実
録
、
巻
九
、
天
安
元
年
二
月
十
七
日
宣
命
）

と
い
う
よ
う
な
場
合
の
「
今
も
今
も
」
は
、
た
え
ず
動
き
ゆ
く
瞬
間
瞬
間
を
意
味
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
が
将
来
の
永
遠
性

（
常
盤
に
堅
盤
に
）
の
表
象
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
で
、
ま
こ
と
に
日
本
的
な
「
永
遠
の
今
」

ヨ
リ
正
確
に
は
「
今
の
永
遠
」

を
典
型
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ

（
122
）

う
。

丸
山
は
、
こ
う
し
た
「『
い
ま
』
を
中
心
と
す
る
歴
史
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
個�

人�

の�

生�

活�

態�

度�

に
対
し
て
も
つ
実
践
的
意
味
に

ア

ン

ビ

ヴ

ァ

レ

ン

ス

は
両
極
共
存
性
が
あ
り
、
必
ず
し
も
単
一
で
は
な

（
123
）

い
」
と
し
て
、
そ
れ
を
示
す
事
例
と
し
て
、『
万
葉
』
歌
人
の
大
伴
旅
人
に
よ
る

つ
ぎ
の
よ
う
な
歌
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ

ま

生
け
る
者
つ
ひ
に
も
死
ぬ
る
も
の
に
あ
れ
ば
今
の
世
な
る
間
は
楽
し
く
を
あ
ら
な
（
三
四
九
）

こ

よ

よ

今
の
代
に
し
楽
し
く
あ
ら
ば
来
む
生
に
は
虫
に
も
鳥
に
も
わ
れ
は
な
り
な
む
（
三
四
八
）
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あ
た
い

ひ
と
つ
き

価
無
き
宝
と
い
ふ
と
も
一
杯
の
濁
れ
る
酒
に
あ
に
ま
さ
め
や
も
（
三
四

（
124
）

五
）

こ

き

ん

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
丸
山
は
「
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
『
古
今
』
の
世
界
は
も
と
よ
り
、
す
で
に
『
万
葉
』
歌
人
も
、
仏

教
の
現
世
厭
離
と
『
三
世
』
の
因
果
応
報
の
哲
学
を
彼
等
な
り
に
く
ぐ
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

（
125
）

る
」
と
し
た
う
え
で
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
論
じ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

（
右
の

引
用
者
）
歌
は
、
あ
き
ら
か
に
、「
生
者
必
滅
」
と
輪
廻
の
思
想
、
な
い
し
は
「
無
価
宝
珠
」
と
し
て
の
仏
法

の
意
味
づ
け
、
へ
の
理
解
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
自
嘲
と
諷
刺
を
こ
め
て
、
あ�

え�

て�

「
今
の
世
」
を
享
受
す
る
態
度
を
打
ち
出

し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
真
淵
や
宣
長
が
上
代
に
想
定
し
た
よ
う
な
「
お
ほ
ら
か
な
」
現
世
肯
定
そ�

の�

も�

の�

で
は
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
逆
に
読
む
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
自
然
的
生
の
謳
歌
の
素
朴
性
に
対
し
て
、
仏
教
的
世
界
観
が
い
か
に
強
い
衝

撃
を
与
え
た
か
を
、
こ
れ
ら
の
歌
は
物
語
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
戒
の
一
で
あ
る
飲
酒
戒
を
冒
す
こ

と
で
、
来
世
は
畜
生
道
に
お
ち
て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
ひ
ら
き
な
お
る
態
度
は
大
伴
旅
人
と
い
う
一
知
識
人
の
特
殊
な
個
性
だ

け
に
は
到
底
帰
せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
広
い
基
盤
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
点
で
「
諸
行
無
常
」
の
観
念
は
、
一�

方�

で
は
「
な

り
ゆ
く
い
き
ほ
ひ
」
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
は
げ
し
く
摩
擦
し
な
が
ら
、
他�

方�

で
は
、
す
べ
て
を
「
永
遠
の
相
の
下
に
」
で
な

く
、
む
し
ろ
不
断
の
変
化
と
流
転
の
相
の
も
と
に
見
る
「
古
層
」
の
世
界
像
と
、
互
に
牽
引
し
合
う
と
い
う
奇�

し�

き�

運
命
を

も
っ
た
の
で
あ

（
126
）

る
。
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こ
れ
に
つ
づ
け
て
丸
山
は
、
根
本
的
な
現
世
否
定
の
論
理
が
日
本
の
歴
史
意
識
の
古
層
に
入
り
こ
ん
だ
と
き
、「
仏
教
哲
学
に
お

け
る
『
三
世
』
す
な
わ
ち
過
去
世
・
現
在
世
・
未
来
世
の
『
因
果
』
は
、
い�

ず�

れ�

も�

現�

世�

の�

歴
史
的
な
過
去
・
現
在
・
未
来
に
お
け

る
因
果
的
連
鎖
の
意
味
を
も
ち
あ
わ
せ
帯
び
る
よ
う
に
な
り
、
ま
さ
に
そ
の
点
で
イ
ン
ド
哲
学
に
乏
し
い
歴
史
的
思
考
を
豊
饒
に
さ

せ
（
127
）

た
」
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
い
ま
」
の
肯
定
が
、
生�

の�

積�

極�

的�

価�

値�

の�

肯�

定�

で
は
な
く
て
、
不
断
に
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
と
し
て
の
現
在
の
肯
定
で
あ
る

限
り
、
肯
定
さ
れ
る
現
在
は
ま
さ
に
「
無
常
」
で
あ
り
、
逆
に
無
常
と
し
て
の
「
現
在
世
」
は
無
数
の
「
い
ま
」
に
細
分
化
さ

れ
な
が
ら
享
受
さ
れ
る
。「
な
り
ゆ
く
」
も
の
と
し
て
の
現
在
は
、
次
の
「
い
ま
」
の
到
来
に
よ
っ
て
刻
々
過
去
に
く
り
入
れ

ら
れ
る
の
で
、「
い
ま
」
の
肯
定
な
り
享
受
な
り
は
、
た
え
ず
次
の
瞬
間

遠
い
未
来
で
な
く

を
迎
え
入
れ
よ
う
と
す

る
一
種
不
安
定
な
心
構
え
と
し
て
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な

（
128
）

い
。

リ
ニ
ア
ー

そ
し
て
丸
山
は
、「
こ
う
し
て
、『
来
世
』
が
次�

の�

瞬
間
と
し
て
、
つ
ま
り
『
今
の
世
』
の
線
的
な
延
長
の
う
え
に
観
念
さ
れ
る
な

ら
ば
、
き
わ
め
て
淡
白
に
、
ま
た
突
然
に
死
を
選
ぶ
行
動
も
生
ま
れ
る
で
あ
ろ

（
129
）

う
」
と
し
て
、「
生
を
享
受
し
な
が
ら
、
生
へ
の
執

念
が
そ
れ
ほ
ど
強
く
な
い
、
と
い
う
両
面
性
は
こ
こ
に
根
ざ
し
て
い

（
130
）

る
」
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
丸
山
は
、
か
つ
て
和
�
哲

郎
が
「『
情
死
』
が
た
ん
に
精
神
的
な
『
あ
の
世
』
の
信
仰
に
基
づ
く
よ
り
は
、
む
し
ろ
『
恋
愛
の
永
遠
を
欲
す
る
心
が
瞬
間
的
な

昂
揚
に
結
晶
』
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し

（
131
）

た
」
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
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ま
こ
と
に
、「
未�

来�

成�

仏�

疑
ひ
な
き
恋
の
手
本
と
な
り
に
け
り
」（
曾
根
崎
心
中
）
と
い
う
、『
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
』
の

楽
劇
作
者
も
顔
負
け
す
る
よ
う
な
近
松
版
「
愛
の
死
」
の
結
び
の
言
葉
に
も
ま
し
て
、
仏
教
的
「
来
世
」
観
の
日
本
的
変
質
を

簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
も
の
は
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、「
憂
き
世
」
の
「
浮
世
」
へ
の
変
貌
に
対
応
し
て
、
江
戸
時
代

が
宗
教
的
世
俗
化
の
途
を
ど
こ
ま
で
は
る
か
に
�
っ
て
来
た
の
か
、
の
一
つ
の
指
標
に
は
ち
が
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
情
死
に

は
い
た
ら
ぬ
に
し
て
も
、「
い
ま
」
の
恋
愛
の
享
受
を
そ
の
ま
ま
に
、
い
や
ヨ
リ
自
由
な
形
で
「
来
世
」
に
ま
で
持
ち
込
も
う

こ

の

よ

ご
と

よ

せ

こ

と
す
る
希
求
は
、「
現
世
に
は
人
言
繁
し
来
む
生
に
も
逢
わ
む
わ
が
背
子
今
な
ら
ず
と
も
」（
五
四
一
）
と
し
て
、『
万
葉
』
歌

人
に
お
い
て
す
で
に
十
分
発
酵
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

（
132
）

か
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
を
経
て
丸
山
は
、
論
稿
「
歴
史
意
識
の
『
古
層
』」
で
の
議
論
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
総
括
し
た
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

歴
史
的
認
識
は
、
た
ん
に
時
間
を
超
越
し
た
永
遠
者
の
観
念
か
ら
も
、
ま
た
自
然
的
な
時
間
の
継
起
の
知
覚
か
ら
も
生
ま

れ
な
い
。
そ
れ
は
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
永
遠
と
時
間
の
交
わ
り
を
通
じ
て
自
覚
化
さ
れ
る
。
日
本
の
歴
史
意
識
の
「
古
層
」

に
お
い
て
、
そ
う
し
た
永
遠
者
の
位
置
を
占
め
て
来
た
の
は
、
系
譜
的
連
続
に
お
け
る
無�

窮�

性�

で
あ
り
、
そ
こ
に
日
本
型
の

「
永
遠
の
今
」
が
構
成
さ
れ
た
こ
と
、
さ
き
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
無
窮
性
は
時
間
に
た�

い�

す�

る�

超
越
者
で
は
な
く
て
、

時
間
の
無
限
の
線
的
な
延
長
の
う
え
に
観
念
さ
れ
る
点
で
は
、
ど
こ
ま
で
も
真
の
永
遠
性
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

か
ら
ご
こ
ろ

ほ
と
け
ご
こ
ろ

え
び
す
ご
こ
ろ

漢
意
、
仏

意
、
洋

意
に
由
来
す
る
永
遠
像
に
触
発
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
と
の
摩
擦
や
き�

し�

み�

を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
「
古
層
」
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は
、
歴
史
的
因
果
の
認
識
や
変
動
の
力
学
を
発
育
さ
せ
る
恰
好
の
土
壌
と
な
っ

（
133
）

た
。

以
上
が
、
丸
山
の
「
歴
史
意
識
の
『
古
層
』」
に
お
け
る
仏
教
に
つ
い
て
の
多
少
な
り
と
も
ま
と
ま
っ
た
言
及
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
決
し
て
体
系
的
な
も
の
で
は
な
く
、
断
片
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
丸
山
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
の
生
産
的
な
継

承
を
目
指
し
、「
仏
教
の
受
容
と
日
本
的
変
容
」
と
い
う
問
題
に
取
り
組
も
う
と
す
る
本
稿
の
課
題
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
断
片
的

考
察
が
重
要
な
土
台
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
あ
る
ま
い
。

本
章
の
最
後
に
、
丸
山
の
英
語
論
文
の
平
石
直
昭
に
よ
る
日
本
語
訳
「
日
本
に
お
け
る
倫
理
意
識
の
執
拗
低
音

そ
の
い
く
つ

か
の
側
面

（
134
）」

に
一
か
所
だ
け
現
わ
れ
る
仏
教
に
つ
い
て
の
言
及
に
触
れ
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
『
曾
根
崎
心
中
』
と
い
う
「
歴
史

意
識
の
『
古
層
』」
と
同
じ
素
材
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
点
で
も
、「
共
同
体
的
な
る
も
の
」
の
制
約
か
ら
の
「
無�

垢�

性�＝

心�

情�

の�

純�

粋�

性�

」
と
し
て
の
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
・
ア
カ
キ
コ
コ
ロ
」
の
解
放
と
、「
古
層
」
の
昇�

華�

の
可
能
性
と
い
う
本
稿
の
主
題
と
の

関
係
か
ら
も
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

丸
山
は
「
日
本
に
お
け
る
倫
理
意
識
の
執
拗
低
音

そ
の
い
く
つ
か
の
側
面

」
の
結
論
に
お
い
て
、「
さ
き
に
私
は
、『
古

事
記
』『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
の
記
述
で
は
、
清
心
と
穢
心
と
が
大
和
朝
廷
と
い
う
政
治
的
共
同
体
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
に

ふ
れ
た
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
私
は
二
つ
の
点
を
急
い
で
つ
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
135
）

い
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
る
。

す
な
わ
ち
、

第
一
に
、
も
し
純
粋
な
こ
こ
ろ
が
感
情
の
自
発
的
発
露
と
い
う
点
か
ら
定
義
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
以
下
の
こ
と
は
き
わ
め
て
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自
然
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
が
属
し
て
い
る
共
同
体
あ
る
い
は
集
団
（
そ
れ
が
民
族
、
御
家
、
会
社
、
宗

教
結
社
な
ど
何
で
あ
れ
）
に
対
す
る
心
情
的
で
一
途
な
献
身
は
、
そ
の
共
同
体
の
内
部
で
最
高
の
評
価
を
得
て
き
た
し
、
い
ま

も
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
行
為
は
、
前
述
し
た
内
部
的
と
外
部
的
と
い
う
二
つ
の
規
準
（
す
な
わ
ち
純
粋

さ
の
尊
重
と
集
団
的
功
利
主
義
）
を
同
時
に
満
た
す
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
純
粋
な
こ
こ
ろ
は
、
必
ず
し
も
政
治
的
あ
る
い
は
社
会
的
共
同
体
と
結
び
つ
か
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
な
ど
は
す
べ
て
、
多
少
と
も
大
和
朝
廷
の
支
配
を
正
当
化
す
る
た
め
に
企
図

さ
れ
た
公
式
の
歴
史
書
で
あ
る
が
、
他
方
で
前
述
し
た
こ
こ
ろ
の
構
造
を
与
件
と
す
れ
ば
、
人
は
こ
こ
ろ
の
活
動
領
域
を
そ
う

し
た
公
的
事
象
に
限
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
ろ
が
倫
理
的
用
語
よ
り
も
、
純
粋
で
清
い
vs.
汚
く
醜
い
と
い
っ

た
美
的
用
語
で
定
義
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
し
て
ま
た
規
範
的
判
断
よ
り
も
む
し
ろ
、
絶
え
間
な
い
運
動
や
活
力
あ

る
流
れ
が
決
定
的
な
役
割
を
は
た
す
か
ぎ
り
、
純
粋
な
こ
こ
ろ
の
爆
発
が
も
っ
と
も
現
わ
れ
や
す
い
の
は
、
ま
さ
に
愛
、
と
り

わ
け
性
愛
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
っ

（
136
）

た
。

こ
う
し
て
筆
者
が
『
講
義
録
［
第
七
冊
］』
に
お
い
て
注
目
し
た
「
キ
ヨ
キ
コ
コ
ロ
、
ウ
ル
ハ
シ
キ
コ
コ
ロ
と
い
う
絶
対
的
基
準

が
、
共
同
体
的
功
利
主
義
の
相
対
性
と
特
別
主
義
に
制
約
さ
れ
る
の
で
、
共
同
体
的
規
範
か
ら
、
特
定
の
共
同
体
や
具
体
的
人
間
関

係
を
こ
え
た
普
遍
的
な
倫
理
規
範
…
…
へ
の
昇
華
が
は
ば
ま
れ
る
こ
と
に
な

（
137
）

る
」
と
い
う
言
明
が
、
こ
の
「
日
本
に
お
け
る
倫
理
意

識
の
執
拗
低
音

そ
の
い
く
つ
か
の
側
面

」
に
お
い
て
、
さ
ら
な
る
展
開
を
見
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

丸
山
は
つ
づ
け
て
、「
こ
の
意
味
で
清
き
心
の
尊
重
は
、
た
し
か
に
普
遍
主
義
的
で
あ
っ
た
。
恋
人
た
ち
が
互
い
の
情
念
を
最
高
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潮
へ
と
高
め
る
と
き
、
彼
ら
の
互
い
を
思
う
感
情
は
抑
え
き
れ
な
い
炎
に
ま
で
燃
え
あ
が
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
彼
ら
の
日
常
生
活
を

縛
っ
て
き
た
政
治
的
・
社
会
的
義
務
を
さ
え
無
視
す
る
の
で
あ

（
138
）

る
」
と
し
、『
万
葉
集
』
か
ら
以
下
の
よ
う
な
歌
を
引
く
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

（
ぬ
）

（
ひ
）

人
も
な
き
国
も
あ
ら
む
か
吾
妹
子
と
た
づ
さ
へ
行
き
て
た
ぐ
い
て
を
ら
む
（
七
二
八
、
巻
四
）

か
な

〔
よ

だ
〕

大
君
の
命
か
し
こ
み
愛
し
妹
が
手
枕
離
れ
夜
立
ち
来
の
か
も
（
三
四
八
〇
〔
、
巻
十

（
139
）

四
〕）

そ
し
て
丸
山
は
、
古
代
か
ら
徳
川
時
代
ま
で
時
代
を
飛
び
、「
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
は
儒
教
的
な
教
化
が
社
会
の
最
下

層
身
分
の
内
面m

ind
and
heart

に
ま
で
浸
透
し
た
。
お
ど
ろ
く
べ
き
こ
と
は
そ
う
し
た
時
代
に
、
心
中
を
性
愛
の
絶
頂
と
し
て

描
い
た
人
形
浄
瑠
璃
が
検
閲
や
法
的
制
約
を
課
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
都
市
の
一
般
庶
民
の
間
で
あ
れ
ほ
ど
人
気
を
博
し
た
こ
と
で

あ
る
」
と
し
て
、
近
松
の
『
曾
根
崎
心

（
140
）

中
』
の
末
尾
「
未
来
成
仏
疑
ひ
な
き
、
恋
の
手
本
と
な
り
に
け
り
」
が
引
か
れ
、「
官
能
的

な
愛
と
死
と
の
究
極
的
な
一
致
を
美
化
す
る
点
で
、『
ト
リ
ス
タ
ン
と
イ
ゾ
ル
デ
』
の
作
者
・
作
曲
者
は
、
自
分
よ
り
一
五
〇
年
以

上
も
前
の
近
松
に
よ
っ
て
動
顚
さ
せ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な

（
141
）

い
」
と
す
る
の
で
あ
る
。「
歴
史
意
識
の
『
古
層
』
」
と
同
様
の
素
材
が
、

別
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

こ
う
し
て
丸
山
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
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こ
の
点
は
以
下
の
理
由
で
い
っ
そ
う
注
目
に
値
す
る
。
仏
教
哲
学
に
よ
れ
ば
官
能
的
な
愛
は
い
わ
ゆ
る
「
執
着
」
の
典
型
で

〔
ね
は
ん
〕

あ
り
、
執
着
を
除
か
ず
に
人
が
「
涅
槃
」
に
達
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
予
期
さ
れ
な
い
。
し
か
る
に
こ
の
近
松
の
例
で
は
、
愛

の
絶
頂
と
し
て
の
心
中
は
死
後
の
救
済
の
決
定
的
な
証
拠
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
我
々
は
集
団
的
功
利
主
義
の
世
界
か
ら
ま
っ
た
く
独
立
し
、
完
全
に
隔
離
さ
れ
た
一
つ
の
コ
ス
モ
ス

む
し
ろ
マ

イ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス

を
認
め
る
。
こ
の
コ
ス
モ
ス
を
そ
れ
自
体
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、〔
こ
の
報
告
で
〕
私
が
関
わ
っ
て
き

た
問
題
の
範
囲
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。
私
は
こ
こ
で
は
た
だ
、
感
情
レ
ベ
ル
に
お
け
る
混
ぜ
物
の
な
い
自
発
的
純
粋
さ
の

尊
重
が
ど
こ
に
至
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
二
、
三
の
例
を
引
い
た
だ
け
で
あ

（
142
）

る
。

残
念
な
が
ら
、「
古
層
」
の
昇�

華�

を
め
ぐ
る
問
題
は
、
こ
れ
以
上
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
丸
山
の
議
論
は
、

本
稿
の
以
後
の
展
開
に
重
要
な
手
掛
か
り
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
章

仏
教
の
日
本
的
変
容
と
「
顕
密
主
義
」

第
一
節

手
掛
か
り
と
し
て
の
末
木
文
美
士
『
日
本
仏
教
史
』

本
章
以
下
で
は
、
丸
山
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
を
生
産
的
に
継
承
し
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
、
人
類
普
遍
の
「
未
開
の
野
性
」

と
し
て
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
が
、「
文
化
接
触
」
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
、
あ
る
時
代
の
主
旋
律
と
し
て
響
き
わ
た
っ
て
き
た
外

来
思
想
と
し
て
の
仏�

教�

に
対
し
て
、
い
か
な
る
修
正
や
修
飾
を
加
え
て
「
日
本
的
」
に
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
と
あ
わ
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せ
、
そ
こ
に
同
時
に
「
古
層
」
の
昇�

華�

の
可
能
性
が
い
か
な
る
か
た
ち
で
孕
ま
れ
な
が
ら
、
い
か
に
し
て
そ
の
昇�

華�

が
阻
ま
れ
た
の

か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

本
章
で
は
と
り
わ
け
、
黒
田
俊
雄
に
よ
っ
て
「
日
本
中
世
に
お
い
て
正
統
的
と
み
な
さ
れ
た
宗
教
の
独
特
の
あ
り
か
た
を
意
味
す

る
概

（
143
）

念
」
と
し
て
提
示
さ
れ
た
「
顕
密
体
制
」
を
め
ぐ
る
議
論
（「
顕
密
体
制
論
」
）
に
お
い
て
、「
そ
の
体
制
に
内
在
す
る
論

（
144
）

理
」
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
顕
密
主
義
」
を
取
り
上
げ
、
次
章
で
は
、
こ
う
し
た
「
顕
密
主
義
」
の
正
統
的
宗
教
に
対
す
る
「
異

端＝

改
革
運

（
145
）

動
」
と
し
て
の
鎌
倉
新
仏
教
、
と
り
わ
け
浄
土
教
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

「
戦
後
の
仏
教
史
研
究
が
大
き
な
転
換
を
遂
げ
る
の
は
、
一
九
七
五
年
に
黒
田
俊
雄
が
そ
の
著
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』

（
岩
波
書
店
）
に
お
い
て
顕
密
体
制
論
を
提
示
し
て
か
ら
で
あ

（
146
）

る
」
と
末
木
文
美
士
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
黒
田
顕
密
体
制
論
」

が
戦
後
仏
教
史
研
究
に
一
大
転
換
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
丸
山
の

『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
原
型＝

プ
ロ
ト
タ
イ
プ
」
論
段
階
の
仏
教
論
も
、
さ
ら
に
は
「
歴
史
意
識
の
『
古

層
』」
に
お
け
る
仏
教
に
関
す
る
多
少
と
も
ま
と
ま
っ
た
言
及
も
、
と
も
に
「
黒
田
顕
密
体
制
論
」
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否

定
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
丸
山
の
「
黒
田
顕
密
体
制
論
」
以
前
性
は
、
た
と
え
末
木
の
い
う
よ
う
に
、「
親
鸞
・
道

元
・
日
蓮
な
ど
が
日
本
の
仏
教
の
中
の
少
数
派
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
、
か
つ
、
彼
ら
に
よ
っ
て
〈
原
型
〉
を
離
脱
し
た
仏
教
が
、

再
び
『
屈
折
と
妥
協
』
に
よ
っ
て
〈
原
型
〉
に
取
り
籠
め
ら
れ
て
ゆ
く
と
い
う
（
丸
山
の

引
用
者
）
構
図
は
、
彼
ら
を
異
端
派

と
見
、
か
つ
異
端
派
が
そ
の
後
継
者
に
よ
っ
て
再
び
顕
密
仏
教
に
復
帰
す
る
と
い
う
黒
田
の
構
図
と
極
め
て
よ
く
似

（
147
）

て
」
お
り
、

「
丸
山
は
黒
田
が
十
年
後
に
提
示
す
る
説
を
先
取
り
し
て
い
た
こ
と
に
な

（
148
）

る
」
と
い
う
点
は
間
違
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り

決
し
て
否
定
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
本
稿
に
お
い
て
は
、
黒
田
の
い
う
「
日
本
中
世
に
お
い
て
正
統
的
と
み
な
さ
れ
た

四
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宗
教
の
独
特
の
あ
り
か
た
を
意
味
す
る
概

（
149
）

念
」
と
し
て
の
「
顕
密
体
制
」
と
「
そ
の
体
制
に
内
在
す
る
論

（
150
）

理
」
と
さ
れ
る
「
顕
密
主

義
」
と
が
、
人
類
普
遍
の
「
未
開
の
野
性
」
と
し
て
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
に
よ
る
「
外
来
思
想
と
し
て
の
仏
教
の
日
本
的
変
容
」

と
い
う
見
地
か
ら
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
得
る
の
か
と
い
う
問
い
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

こ
う
し
た
本
稿
に
お
け
る
検
討
の
重
要
な
手
掛
か
り
と
し
て
筆
者
は
、
末
木
文
美
士
の
著
書
『
日
本
仏
教
史

思
想
史
と
し
て

ア
プ
ロ
ー
チ

（
151
）

』
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
。

末
木
の
『
日
本
仏
教
史
』
を
特
に
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
第
一
に
本
書
が
、「
特
定
の
宗
派
の
立
場
か
ら
、
そ
の
宗
派
の
教
学
を

と
ら

研
究
」
す
る
「
宗
学
」
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
、「
特
定
の
宗
派
に
把
わ
れ
ず
、
仏
教
全
体
の
流
れ
の
な
か
で
教
理
思
想
を
理
解
」
し

よ
う
と
す
る
「
狭
義
の
仏
教
学
」
の
立
場
に
立

（
152
）

ち
、「
仏
教
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
イ
ン
ド
以
来
の
仏
教
の
流
れ
の
な
か
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
文
化
圏
の
仏
教
を
理
解
し
よ

（
153
）

う
」
と
す
る
「
思
想
史
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
り
、
第

二
に
、「
鎌
倉
仏
教
を
総
体
と
し
て
把
握
し
直
す
新
し
い
枠
組
み
」
と
し
て
「
最
も
注
目
さ
れ
る
仮
説
と
し
て
黒
田
俊
雄
の
提
示
し

け
ん
み
つ

た
顕
密
体
制
論
が
あ

（
154
）

る
」
と
述
べ
て
、「
黒
田
顕
密
体
制
論
」
を
十
二
分
に
視
野
に
収
め
た
う
え
で
議
論
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
第
三
に
、「
私
自
身
の
研
究
の
中
心
は
、
イ
ン
ド
・
中
国
あ
る
い
は
朝
鮮
と
渡
っ
て
き
た
仏
教
を
日
本

人
が
ど
の
よ
う
に
受
容
し
、
変
容
し
て
い
っ
た
か
を
文
献
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
り
ま

（
155
）

す
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

丸
山
の
「
文
化
接
触
と
文
化
変
容
の
思
想
史
」
と
い
う
方
法
を
自
覚
的
に
共
有
す
る
立
場
を
採
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

も
っ
と
も
末
木
は
「
文
化
変
容
と
文
化
接
触
」
と
い
う
思
想
史
の
方
法
を
丸
山
と
共
有
は
す
る
も
の
の
、
丸
山
の
「
古
層＝

執
拗

低
音
」
論
に
対
し
て
は
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
末
木
は
、
そ
の
著
書
『
日
本
宗
教

（
156
）

史
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
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「
丸
山
真
男
（
一
九
一
四

九
六
）
は
、
初
期
の
江
戸
時
代
の
思
想
史
研
究
か
ら
戦
前
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
へ
と
進
み
、
そ
の
後
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
の
場
に
戻
っ
て
日
本
思
想
史
を
構
築
す
る
中
で
到
達
し
た
立
場
の
一
つ
が
古
層
論
で
あ
っ

（
157
）

た
」
と
述
べ
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

丸
山
の
古
層
論
は
今
日
あ
ま
り
評
判
が
よ
く
な
い
。
確
か
に
「
例
外
的
と
い
え
る
ほ
ど
の
等
質
性
」
が
歴
史
的
に
保
持
さ
れ

て
き
た
と
い
う
前
提
は
、
今
日
す
で
に
崩
れ
て
い
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
い
わ
ば
有
史
以
来
変
わ
ら
な
い
発
想
法
と
い
う
の
は

あ
ま
り
に
非
現
実
的
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
不
変
の
発
想
様
式
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
、

形
而
上
的
な
決
定
論
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
で
は
全
面
的
に
〈
古
層
〉
と
い
う
発
想
を
否
定
で
き
る
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
そ
れ
で
ま
た
逆
の
極
端
に
走
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
我
々
の
発
想
は
決
し
て
白
紙
状
態
で
自
由
に
形
成
で
き
る
も

の
で
は
な
い
。
我
々
の
現
在
は
過
去
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
我
々
を
制
約
す
る
過
去
は
必
ず
し
も
表
層
に
現
わ
れ
て

い
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
言
説
化
さ
れ
た
思
想
の
奥
に
潜
む
も
の
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
〈
古
層
〉
と
呼

ぶ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
歴
史
全
体
を
通
じ
て
同
じ
発
想
様
式
と
し
て
不
変
で
あ
る
と
は
い

え
な

（
158
）

い
。

先
に
見
た
よ
う
に
、「
重
要
な
の
は
賛
歎
で
も
無
理
解
で
も
な
く
、
丸
山
の
〈
原
型＝

古
層
〉
論
を
ど
の
よ
う
に
生
産
的
に
継
承

し
て
ゆ
け
る

（
159
）

か
」
と
し
て
い
た
末
木
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
「
古
層＝
執
拗
低
音
論
」
へ
の
「
理
解
」
は
残
念
な
が
ら
あ
ま
り
に

も
不
十
分
だ
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
丸
山
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
の
意
味
す
る
も
の
が
、
筆
者
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
、
人
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類
普
遍
の
「
未
開
の
野
性
」
と
も
い
う
べ
き
「
マ
ナ
イ
ズ
ム
的
な
『
ヒ
』（＝

『
日
』・『
霊
』・『
毘
』）
へ
の
信
仰
と
か
か
わ
る
普
遍

的
要

（
160
）

素
」
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
末
木
の
疑
問
の
多
く
は
そ
も
そ
も
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
が
「
賛
歎
」
よ
り
も
前
に
、
何

よ
り
も
「
正
確
な
理
解
」
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
と
す
る
所
以
で
あ
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
以
上
の
三
点
の
理
由
か
ら

「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
へ
の
理
解
の
正
確
さ
に
つ
い
て
は
保
留
し
つ
つ
も

末
木
の
『
日
本
仏
教
史
』
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
以
下
の
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
大
方
の
理
解
は
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
末
木
は
、『
日
本
仏
教
史
』
の
「
終
章
」
と
し
て
置
か
れ
た
「
日
本
仏
教
へ
の
一
視
角
」
に
お
い
て
、
い
く
つ
か
の
総

括
的
な
論
点
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
日
本
中
世
の
正
統
的
宗
教
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
「
顕
密
主
義
」
と
「
顕
密
体
制
」、
そ

し
て
こ
の
正
統
に
対
す
る
「
異
端＝
改
革
運
動
」
と
し
て
の
鎌
倉
新
仏
教
に
関
す
る
末
木
の
個
々
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
降

に
お
い
て
参
照
す
る
こ
と
と
し
て
、
本
節
で
は
こ
の
「
終
章
」
に
お
け
る
総
括
的
な
論
点
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

末
木
は
ま
ず
、
日
本
仏
教
の
「
変
容
の
大
き
さ
」
を
指
摘
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
（
日
本
仏
教
の
多
様
性

引
用
者
）
と
同
時
に
問
題
と
な
る
の
は
、
日
本
の
仏
教
の
変
容
の
大
き
さ
で
す
。
東
南
ア

お
も
か
げ

ジ
ア
の
仏
教
は
イ
ン
ド
の
初
期
の
仏
教
を
伝
え
、
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
は
イ
ン
ド
の
後
期
の
仏
教
を
伝
え
て
、
そ
の
面
影
を
残
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
仏
教
は
中
国
や
朝
鮮
を
媒
介
と
し
て
入
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
二
重
、
三
重
に
屈
折
し
た

も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
日
本
に
伝
来
し
て
か
ら
の
変
容
も
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
日
本
に

や
っ
て
来
た
宣
教
師
は
、
最
初
は
日
本
の
仏
教
が
東
南
ア
ジ
ア
の
仏
教
と
同
じ
起
源
を
も
つ
宗
教
だ
と
気
が
つ
か
な
か
っ
た
ほ
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ど
で
す
。
も
と
も
と
の
仏
教
と
ど
う
つ
な
が
る
の
か
、
ま
る
で
糸
が
こ
ん
が
ら
が
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
そ
の
道
筋
を
は
っ

き
り
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
仏
教
を
専
攻
し
て
い
る
研
究
者
か
ら
は
、
日
本
の
仏
教
は
そ
の
大
部
分

が
仏
教
と
は
い
え
な
い
と
い
う
厳
し
い
説
も
出
さ
れ
て
い
ま

（
161
）

す
。

末
木
の
指
摘
す
る
こ
の
日
本
仏
教
の
「
大
き
な
変
容
」
が
、「
古
層＝

執
拗
低
音
」
の
響
き
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
は
、
も
は
や
言
う
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
仏
教
学
の
専
門
研
究
者
で
あ
る
末
木
の
言
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
指
摘
が
も
つ

意
味
は
大
き
い
と
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

第
二
に
末
木
が
指
摘
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
「
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
受
容
と
変
容
」
に
、
「
漢
文
仏
典
と
訓
読
」
と
い
う
問
題

が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
末
木
は
日
本
に
入
っ
て
き
た
仏
典
は
、
基
本
的
に
漢
文
の
も
の
で
あ
り
、「
そ
の

段
階
で
す
で
に
イ
ン
ド
の
仏
教
か
ら
一
つ
の
屈
折
を
経
た
も
の
に
な
っ
て
い

（
162
）

る
」
と
し
た
う
え
で
、「
こ
れ
ら
の
基
礎
と
な
る
仏
教

の
漢
文
自
体
が
漢
文
と
し
て
非
常
に
特
徴
の
あ
る
も
の
で
、
ま
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
」
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す

（
163
）

る
。
そ
し
て
そ
の

特
徴
と
し
て
、「
正
統
の
漢
文
か
ら
の
ず
れ
が
生
ず
る
こ

（
164
）

と
」
や
、「
古
典
期
に
は
み
ら
れ
な
い
新
し
い
口
語
脈
」
の
語
彙
や
語
法
が

多
く
み
ら
れ
る
こ

（
165
）

と
を
挙
げ
た
う
え
で
、「
こ
の
よ
う
な
仏
教
の
漢
文
が
他
の
漢
文
文
献
と
一
緒
に
日
本
に
入
っ
て
来
て
、
研
究
や

信
仰
の
対
象
と
さ

（
166
）

れ
」、
そ
の
際
、「
日
本
に
お
い
て
は
翻
訳
と
い
う
作
業
を
経
ず
、
漢
文
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ

（
167
）

た
」
と
い
う
こ
と

に
注
目
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
末
木
は
、
そ
の
際
、「
漢
文
の
原
文
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
の
で
は
な
く
、
訓
読
と
い
う
独
特
の
読
み
方
を
工
夫

（
168
）

し
」
た
こ

と
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
と
し
、
そ
こ
に
あ
る
「
落
し
穴
」
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
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漢
文
は
当
然
訓
読
す
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
外
国
語
で
あ
る
こ
と
が
と
も
す
れ
ば
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
す
。
漢
文
と
し

て
の
本
来
の
語
法
や
文
脈
が
無
視
さ
れ
、
勝
手
な
訓
読
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
訓
読
で
き
れ
ば
何
か
そ
れ
で
わ

か
っ
た
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
り
、
本
格
的
な
翻
訳
や
解
釈
に
ま
で
進
ま
ず
に
済
ま
せ
る
と
い
う
現
象
も
見
受
け
ら
れ
ま

（
169
）

す
。

そ
し
て
末
木
は
、「
訓
読
に
よ
っ
て
漢
文
が
日
本
語
の
発
想
で
扱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
う
ま
く
い
く
と
自
由
な
発
想
と
な

し

い

り
、
悪
い
面
が
で
る
と
恣
意
的
な
解
釈
が
横
行
す
る
こ
と
に
な
り
か

（
170
）

ね
」
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
の
事
例
と
し
て
、
親
鸞
と
道

元
の
例
を
挙
げ
る
の
で
あ
る
。

親
鸞
に
つ
い
て
は
、『
無
量
寿
経
』
の
「
諸
有
衆
生
、
聞
其
名
号
、
信
心
歓
喜
、
乃
至
一
念
、
至
心
廻
向
、
願
生
彼
国
、
即
得
往

そ

生
、
住
不
退
転
。
唯
徐
五
逆
誹
謗
正
法
」
と
い
う
一
文
を
、『
教
行
信
証
』
信
巻
に
お
け
る
よ
う
に
、「
あ
ら
ゆ
る
衆
生
、
其
のみ

や
う
が
う

名
号

な

い

し

ゑ

か

う

を
聞
き
て
、
信
心
歓
喜
せ
む
こ
と
、
乃
至
一
念
せ
む
。
至
心
に
廻
向
し
た
ま
へ
り
。
…
…
」
と
読
ん
だ
こ
と
を
挙

（
171
）

げ
、
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で
、「
廻
向
し
た
ま
え
り
」
と
敬
語
に
読
ん
だ
と
こ
ろ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
衆
生
の
行
為
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
く
て
阿
弥
陀
仏
の
側
の
行
為
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
衆
生
が
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
聞
い
て
、
信
心
歓
喜

し
、
乃
至
一
念
す
る
、
し
か
し
、
そ
れ
は
衆
生
が
自
分
の
力
で
で
き
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
可
能
に
な
る
の
は
阿
弥

陀
仏
が
廻
向
し
て
下
さ
っ
た
…
…
か
ら
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
衆
生
は
阿
弥
陀
仏
の
そ
の
広
大
な
は
た
ら
き
を
た
だ
素
直
に
受

け
取
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
こ
う
し
て
親
鸞
の
「
他
力
」
の
思
想
が
貫
徹
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
…
…
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と
こ
ろ
が
、
も
と
の
文
そ
の
も
の
で
は
、
到
底
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。「
至
心
廻
向
」
の
主
語
は
あ

く
ま
で
「
諸
有
衆
生
」
と
し
か
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
親
鸞
の
解
釈
は
あ
ま
り
に
強
引
で
す
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
可
能
に
な
っ

た
の
は
、
訓
読
に
よ
っ
て
、
漢
文
が
漢
文
と
し
て
の
文
脈
を
解
体
さ
れ
、
日
本
語
の
文
脈
の
な
か
で
自
由
に
解
釈
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま

（
172
）

す
。

他
方
、
道
元
に
つ
い
て
末
木
は
、
道
元
の
「
独
創
性
の
一
つ
は
、
道
元
が
き
わ
め
て
言
語
表
現
に
敏
感
で
、
漢
文
で
展
開
さ
れ
て

き
た
仏
教
思
想
を
日
本
語
の
文
脈
に
受
け
止
め
つ
つ
、
同
時
に
言
語
の
意
味
表
示
機
能
そ
の
も
の
を
崩
壊
寸
前
に
ま
で
追
い
つ
め
て

い
る
点
に
あ

（
173
）

る
」
と
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ね
は
ん
ぎ
ょ
う

し

つ

う

こ
と
ご
と
く

道
元
は
『
涅
槃
経
』
の
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」（
一
切
衆
生
に
悉
く
仏
性
あ
り
）
の
「
悉
有
仏
性
」
を
「
悉
有
は
仏
性
な

り
」
と
読
ん
で
い
ま
す
。「
悉
く
仏
性
あ
り
」
で
す
と
、
衆
生
の
中
に
仏
性
が
可
能
態
と
し
て
内
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
何
か
物
の
よ
う
に
仏
性
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
何
か
物
の
よ
う
に
仏
性
が
内
在
す
る

と
い
う
の
は
、
道
元
の
厳
し
く
批
判
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
で
、
道
元
は
「
悉
有
」
つ
ま
り
一
切
存
在
が
仏
性
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
す
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
、
仏
性
は
内
在
的
な
も
の
で
な
く
、
一
切
存
在
に
お
い
て
顕
現
し
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は

あ
り
の
ま
ま
に
む
き
出
し
に
顕
現
し
て
い
る
一
切
存
在
そ
の
も
の
で

（
174
）

す
。

末
木
が
注
目
す
る
漢
文
仏
典
の
訓
読
が
孕
む
問
題
性
は
、
最
澄
の
『
法
華
経
』
に
お
け
る
「
諸
法
実
相
」
の
「
訓
み
」
を
め
ぐ
る
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問
題
と
し
て

末
木
は
取
り
上
げ
て
は
い
な
い
も
の
の

、
仏
教
学
者
の
立
川
武
蔵
が
『
日
本
仏
教
の
思
想

受
容
と
変
容

の
千
五
百
年
史

（
175
）』

や
『
空
の
思
想
史

原
始
仏
教
か
ら
日
本
近
代
へ

（
176
）』

な
ど
で
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
こ
れ

は
、
外
来
思
想
と
し
て
の
仏
教
の
「
顕
密
主
義
」
へ
の
日
本
的
変
容
の
原�

点�

を
構
成
す
る
と
さ
れ
る
べ
き
重
大
な
「
訓�

み�

」
の
問
題

で
あ
り
、
次
節
以
下
で
あ
ら
た
め
て
取
り
上
げ
た
い
と
思
う
。

末
木
が
第
三
の
問
題
と
し
て
指
摘
す
る
の
は
、
仏
教
の
受
容
と
変
容
に
お
け
る
「
現
世
主
義
の
流
れ
」
で
あ
る
。
末
木
は
、
「
宗

教
の
も
つ
一
つ
の
大
き
な
特
性
は
つ
ね
に
現
実
の
世
界
、
現
世
を
超
出
し
よ
う
と
す
る
意
志
、
現
世
に
埋
没
せ
ず
そ
れ
を
超
え
た
価

値
を
追
求
す
る
姿
勢
に
あ
る
の
で
は
な
い

（
177
）

か
」
と
し
、
釈
迦
は
「
現
世
に
お
け
る
人
間
存
在
に
必
然
的
な
苦
悩
」
で
あ
る
生
・
老
・

病
・
死
の
四
苦
と
そ
れ
に
愛
別
離
苦
・
怨
憎
会
苦
・
求
不
得
苦
・
五
蘊
盛
苦
を
加
え
た
八
苦
と
い
う
「
人
生
の
苦
か
ら
の
離
脱
を
求

め
て
出
家
」
し
た
の
で
あ
り
、「
仏
教
は
現
世
離
脱
的
な
要
素
を
強
く
も
っ
て
」
お
り
、
「
そ
れ
は
実
践
的
に
は
出
家
修
行
と
い
う
形

態
を
と
る
と
こ
ろ
に
う
か
が
わ
れ
」
る
の
だ
と
す

（
178
）

る
。

ゆ

い

ま

こ

じ

も
っ
と
も
「
大
乗
仏
教
に
な
る
と
在
家
者
の
地
位
が
上
が
り
、
維
摩
居
士
の
よ
う
に
在
家
で
あ
り
な
が
ら
出
家
者
よ
り
優
れ
た
境

地
に
達
し
た
人
が
描
か
れ
た

（
179
）

り
」
す
る
も
の
の
、「
イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
に
あ
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
そ
う
い
う
境
地
も
修
行
を
積
ん

で
は
じ
め
て
達
成
で
き
る
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
が
直
ち
に
悟
り
に
い
た
る
と
い
う
よ
う
な
思
想
は
み
ら

（
180
）

れ
」
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
し
か
し
、「
そ
れ
が
、
中
国
か
ら
日
本
へ
と
展
開
し
て
く
る
う
ち
に
、
し
だ
い
に
現
世
主
義
的
傾
向
を
強
く
し

（
181
）

て
」
い
き
、

日
本
に
来
る
と
「
こ
の
基
本
形
態
そ
の
も
の
が
崩
れ

（
182
）

て
」
く
る
と
い
う
の
だ
。
末
木
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
は
「
出
家
者
の
肉
食
・
妻

き
ょ
う
か
い

に

ほ

ん

り

ょ

う

い

き

帯
が
当
然
の
よ
う
に
行
わ
れ
、
出
家
者
の
世
俗
化
が
進
み
」、
自
身
が
妻
帯
者
で
あ
っ
た
景
戒
の
著
わ
し
た
『
日
本
霊
異
記
』
に
は
、

景
戒
と
同
様
な
「
破
戒
僧
が
尊
い
聖
人
と
し
て
描
か
れ

（
183
）

て
」
さ
え
い
る
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
そ
こ
に
お
い
て
も
出
家
の
形
だ
け
は
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守
ら
れ
て
お
り
、「
形
式
だ
け
は
守
り
な
が
ら
内
実
を
す
り
か
え
て
ゆ
く
の
は
、
漢
文
と
訓
読
と
も
似

（
184
）

て
」
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。こ

こ
で
末
木
は
、
家
永
三
郎
の
『
日
本
思
想
史
に
於
け
る
否
定
の
論
理
の
発

（
185
）

展
』
に
も
触
れ
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、

仏
教
は
日
本
に
お
い
て
現
世
主
義
的
に
変
容
し
て
ゆ
く
一
方
で
、
日
本
人
に
現
世
否
定
の
精
神
を
は
じ
め
て
教
え
た
と
い
わ

れ
て
い
る
点
で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
議
論
も
あ
り
ま
す
が
、
私
は
一
応
認
め
て
よ
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
日
本

人
の
固
有
の
考
え
方
は
現
世
主
義
的
な
傾
向
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
曲
り
な
り
に
も
古
代
末
期
か
ら
中
世
へ
か

け
て
現
世
離
脱
の
方
向
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
や
は
り
仏
教
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ

ど
じ
ょ
う

れ
と
引
き
換
え
に
仏
教
の
ほ
う
は
現
世
主
義
的
な
日
本
の
土
壌
に
取
り
込
ま
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
教
理
的
に
そ
の
方
向
を
代
表
す

る
の
が
本
覚
思
想
で

（
186
）

す
。

ど
じ
ょ
う

問
題
な
の
は
、「
日
本
人
の
固�

有�

の�

考
え
方
」
で
も
、「
現
世
主
義
的
な
日�

本�

の
土
壌
」
で
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
人

類
普
遍
の
「
未
開
の
野
性
」
と
し
て
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
が
醸
し
出
す
「『
い
ま
』
を
中
心
と
す
る
歴
史
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
」

の
響
き
こ
そ
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
次
節
以
下
で
問
題
と
し
よ
う
。
さ
し
あ
た
り
、
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
、
教
理
的
に
現
世
主
義
的
方
向
へ
の
変
容
を
代
表
す
る
と
さ
れ
る
「
本
覚
思
想
」
で
あ
る
。

こ
の
「
本
覚
思
想
」
に
つ
い
て
は
、
黒
田
俊
雄
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
、「
顕
密
主
義
の
最
も
典
型
的
な
も
の
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
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い
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
よ
う
な
顕
密
主
義
の
最
も
典
型
的
な
も
の
と
し
て
こ
こ
で
ふ
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
お
そ
ら
く
院
政
期
に
本
格
的
に
展

開
し
は
じ
め
た
と
み
ら
れ
る
、
か
の
天
台
本
覚
法
門
で
あ
る
。
今
日
、
天
台
本
覚
法
門
は
天
台
教
学
の
発
展
の
一
つ
の
形
態
と

し
て
説
明
さ
れ
て
お
り
、
む
ろ
ん
そ
れ
は
正
当
な
根
拠
を
も
つ
説
明
と
い
う
べ
き
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、

日
本
天
台
を
本
覚
法
門
に
ま
で
変
貌
さ
せ
た
そ
の
基
調
に
あ
る
方
向
規
制
の
論
理
に
つ
い
て
で
あ

（
187
）

る
。

筆
者
は
、
こ
こ
で
黒
田
の
い
う
「
日
本
天
台
を
本
覚
法
門
に
ま
で
変
貌
さ
せ
た
そ
の
基
調
に
あ
る
方
向
規
制
の
論
理
」
こ
そ
が
、

人
類
普
遍
の
「
未
開
の
野
性
」
た
る
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
の
響
き
で
あ
る
「『
い
ま
』
を
中
心
と
す
る
歴
史
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
」

で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
検
討
は
次
節
以
下
に
譲
ろ
う
。

こ
こ
で
最
後
に
触
れ
て
お
く
べ
き
は
、
末
木
が
論
じ
る
「
本
覚
思
想
を
一
つ
の
軸
と
し
て
展
開
す
る
古
代
か
ら
中
世
へ
か
け
て
の

さ
い
ち
ょ
う

仏
教
思
想
の
流

（
188
）

れ
」
で
あ
ろ
う
。
末
木
は
、「
本
覚
思
想
へ
流
れ
込
む
現
世
主
義
的
な
思
想
の
源
流
を
わ
れ
わ
れ
は
最
澄
に
み
る
こ

と
が
で
き
ま

（
189
）

す
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

最
澄
に
よ
っ
て
仏
性
説
は
日
本
の
仏
教
の
主
流
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
誰
で
も
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
楽
観
説

え
い
ざ
ん

で
、
出
家
修
行
の
不
可
欠
性
を
弱
め
る
も
の
で
す
。
ま
た
最
澄
は
叡
山
の
大
乗
戒
壇
の
確
立
に
努
め
ま
す
が
、
そ
の
大
乗
戒
は

「
真
俗
一
貫
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
出
家
者
と
在
家
者
の
境
を
取
り
払
う
方
向
の
も
の
で
す
。
…
…
こ
の
よ
う
に
、
最
澄
に
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は
す
で
に
本
覚
思
想
に
流
れ
込
む
現
世
主
義
的
な
要
素
は
あ
る
の
で
す
が
、
最
澄
自
身
は
本
覚
思
想
と
は
一
線
を
画
し
て
い
ま

ろ
う
ざ
ん

す
。
そ
の
こ
と
は
最
澄
が
籠
山
十
二
年
と
い
う
厳
し
い
規
定
を
定
め
、
む
し
ろ
戒
律
の
厳
格
化
の
方
向
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
わ
か
り
ま

（
190
）

す
。

末
木
は
、「
そ
の
後
の
思
想
の
流
れ
を
天
台
宗
を
中
心
に
み
ま
す
と
、
本
覚
思
想
に
流
れ
込
む
方
向
と
、
そ
れ
に
歯
止
め
を
か
け

え
ん
に
ん

え
ん
ち
ん

あ
ん
ね
ん

よ
う
と
す
る
方
向
と
が
大
き
な
二
つ
の
流
れ
と
な
っ
て
展
開
し
て
ゆ
き
ま

（
191
）

す
」
と
し
て
、「
円
仁
・
円
珍
・
安
然
と
つ
づ
く
台
密
の

流
れ
は
本
覚
思
想
的
な
方
向
に
向

（
192
）

か
」
う
も
の
だ
と
す
る
一
方
で
、
そ
れ
に
歯
止
め
を
か
け
る
方
向
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
源
信

の
名
を
挙
げ
る
。
末
木
は
、
源
信
の
『
一
乗
要
決
』
は
、
最
澄
の
仏
性
説
を
受
け
継
い
で
、「
仏
性
説
の
原
理
を
文
献
に
基
づ
い
て

主
張
す
る
も
の
で
、
本
覚
思
想
的
な
現
世
肯
定
は
み
ら

（
193
）

れ
」
ず
、「
そ
の
浄
土
教
は
現
世
超
越
の
方
向
を
も
つ
も
の
と
み
て
よ

（
194
）

い
」
と

す
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
末
木
は
、「
中
世
に
お
け
る
本
覚
思
想
の
も
つ
役
割
」
の
一
つ
の
重
要
な
点
と
し
て
、「
そ
れ
が
仏
教
の
自
己
崩
壊
を
内
在

す
る
思
想
だ
と
い
え

（
195
）

る
」
と
い
う
点
を
指
摘
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、

ほ
ん
ち
す
い
じ
ゃ
く

本
地
垂
迹
説
が
発
展
し
、
神
が
仏
の
現
れ
だ
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、
現
実
に
日
本
の
地
に
衆
生
救
済
に
降
り
立
っ

た
神
の
方
が
、
そ
の
背
後
に
い
る
仏
よ
り
価
値
の
高
い
存
在
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
本
覚
思
想
の
現
世
主
義
の

立
場
に
立
ち
ま
す
と
、
現
世
で
の
衆
生
救
済
を
す
る
神
が
い
れ
ば
よ
い
の
で
、
仏
は
不
要
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
や
が
て
、

ぼ
っ
こ
う

し
ん
と
う

鎌
倉
末
期
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
と
も
に
勃
興
す
る
神
道
思
想
が
、
仏
教
を
摂
取
し
な
が
ら
自
立
し
た
思
想
を
形
成
し
て
く
る
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の
も
、
こ
う
し
た
動
向
を
受
け
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
本
覚
思
想
と
い
う
形
で
現
世
主
義
化
を
進
め
、
日
本
の
地

に
土
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
の
一
つ
の
帰
結
は
、
仏
教
自
体
の
風
化
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま

（
196
）

す
。

以
上
の
よ
う
な
末
木
の
議
論
に
よ
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
す
べ
き
問
題
を
お
お
よ
そ
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
以
下
、
本
章
に
お
い
て
は
、
①
「
顕
密
体
制
」
と
「
顕
密
主
義
」
、
②
最
澄
の
思
想
と
「
諸
法
実
相
」
、
③
「
天
台
本
覚
思
想
」

に
つ
い
て
、
順
に
取
り
上
げ
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
節

「
顕
密
体
制
」
と
「
顕
密
主
義
」

す
で
に
幾
度
も
触
れ
た
よ
う
に
、
一
九
七
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
黒
田
俊
雄

の
「
顕
密
体
制
論
」
が
戦
後
の
仏
教
史
研
究
に
大
転
換
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、
も
は
や
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
節
で
は
、
同

書
に
新
稿
と
し
て
書
き
下
ろ
さ
れ
た
論
稿
「
中
世
に
お
け
る
顕
密
体
制
の
展

（
197
）

開
」
に
依
り
な
が
ら
、
黒
田
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
「
顕

密
体
制
」
及
び
「
顕
密
主
義
」
と
い
う
画
期
的
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
一
端
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

黒
田
は
、「
中
世
に
お
け
る
顕
密
体
制
の
展
開
」
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
き
起
こ
し
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
に
顕
密
体
制
と
い
う
の
は
、
日
本
中
世
に
お
い
て
正
統
的
と
み
な
さ
れ
た
宗
教
の
独
特
の
あ
り
か
た
を
意
味
す
る
概
念

で
あ
る
。
そ
れ
は
中
世
の
宗
教
の
特
質
に
か
か
わ
る
概
念
で
あ
る
と
と
も
に
、
中
世
の
国
家
の
特
質
に
関
連
す
る
概
念
で
も
あ

る
。
そ
し
て
本
章
は
、
そ
の
よ
う
な
顕
密
体
制
の
展
開
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
の
基
本
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構
造
と
そ
の
歴
史
的
展
望
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
中
世
で
は
国
家
と
宗
教
と
は
、
互
い
に
異
質
な
も
の
と
し

て
対
立
し
交
渉
す
べ
き
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
本
来
相
即
す
べ
き
関
係
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
が
、
顕
密
体
制
と
は
、
そ
う
い
う
相
即
の
次
元
の
体
制
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
一
定
の

視
角
か
ら
と
は
い
え
、
国
家
と
宗
教
と
の
関
係
そ
の
も
の
の
考
察
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
な
か
ん
ず
く
小
論
が
当
面
の
課
題
と
し
て
意
図
し
て
い
る
の
は
、
一
つ
に
は
、
日
本
中
世
の
国
家
の
、
宗
教
に
彩

ら
れ
た
神
秘
的
な
奇
怪
な
側
面
を
指
摘
し
そ
の
特
色
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
国
家
に
つ
い
て
は
、
権
力
や
制
度
や
法
な
ど
が
ま

ず
注
目
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
れ
は
当
然
の
理
由
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
中
世
の
国
家
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
宗
教
的
な
側
面
が
と
く
に
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
も
ま
た
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

（
198
）

る
。

そ
こ
で
黒
田
は
、「
中
世
に
お
い
て
国
家
権
力
と
完
全
に
結
合
し
て
そ
の
正�

統�

性
を
誇
り
顕
密
体
制
と
も
い
う
べ
き
イ
デ
オ
ロ

イ

ズ

ム

ギ
ー
の
体
制
を
つ
く
っ
た
宗
教
的
な
主
義
が
、
い
か
に
し
て
成
立
し
た
か
、
そ
の
成
立
の
基
盤
と
過
程
お
よ
び
性
格
と
意
義
を
、
大

略
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ

（
199
）

と
」
を
目
指
し
、
そ
こ
に
お
い
て
は
「
日
本
の
『
古
代
』
か
ら
『
中
世
』
へ
の
移
行
と
い
う
こ
と
が
、

思
想
史
的
に
ど
の
よ
う
な
課
題
を
も
ち
、
い
か
な
る
意
味
で
精
神
の
解
放
で
あ
っ
た
か
を
追
求
す
る
視
角
が
、
根
底
に
な
け
れ
ば
な

ら
な

（
200
）

い
」
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

黒
田
は
、
日
本
の
「
古
代
」
か
ら
「
中
世
」
へ
の
移
行
の
特
質
と
し
て
、
①
社
会
の
基
底
に
存
在
し
た
ア
ジ
ア
的
共
同
体
と
そ
の

上
に
構
築
さ
れ
て
い
た
古
代
専
制
国
家
の
解
体
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
社
会
発
展
の
特
質
を
規
定
す
る
自
立
小
農
民

ひ
ゃ
く
し
ょ
う

経
営
は
、
か
つ
て
の
「
公
民
」
が
「
百

姓
」
へ
と
成
長
し
て
い
く
と
い
う
か
た
ち
で
形
成
さ
れ
た
こ
と
、
③
国
家
の
側
に
よ
る
支
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配
の
維
持
再
編
の
た
め
の
諸
施
策
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
起
こ
る
矛
盾
と
退
廃
や
混
乱
が
伴
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘

（
201
）

し
、
こ

の
よ
う
な
移
行
が
「
客
観
的
に
い
か
な
る
思
想
史
的
課
題
を
提
起
し
て
い
た
と
い
え
る

（
202
）

か
」
と
問
う
た
の
で
あ
る
。

黒
田
は
こ
う
し
た
思
想
史
的
課
題
に
つ
い
て
、
①
そ
の
基
調
が
、「
ア
ジ
ア
的
共
同
体
を
基
礎
と
す
る
族
長
・
豪
族
な
い
し
は
古

代
専
制
国
家＝
天
皇
な
ど
の
権
威
を
は
じ
め
諸
々
の
古
代
的
呪
縛
に
対
す
る
意
識
面
・
思
想
面
で
の
抵
抗
、
そ
れ
か
ら
の
離
脱
・
解

放
に
あ
っ

（
203
）

た
」
こ
と
、
②
「
人
民
の
側
の
思
想
史
的
な
進
歩
に
対
応
す
る
貴
族
層
の
危
機
意
識
と
国
家
に
よ
る
思
想
的
再
編
・
宗
教

的
統
制
な
ど
、
総
じ
て
支
配
階
級
な
り
の
苦
闘
が
生
み
出
す
思
想
的
い
と
な
み
が
あ
っ
た
こ

（
204
）

と
」、
さ
ら
に
③
「
国
家
と
宗
教
と
の

関
係
が
と
く
に
こ
の
時
代
に
お
い
て
意
識
さ
れ
提
起
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ

（
205
）

と
」
を
指
摘
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
古
代
か
ら
中

世
へ
の
移
行
に
あ
た
っ
て
時
代
が
歴
史
的
に
負
っ
て
い
た
思
想
的
な
課
題
の
基
本
点
」
を
把
握
し
た
う
え
で
、「
八
世
紀
末
な
い
し

九
世
紀
初
頭
の
民
衆
の
状
態
と
宗
教
の
あ
り
方
を
示

（
206
）

す
」
と
み
ら
れ
て
い
る
『
日
本
霊
異
記
』
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
「
当
時
の
民

衆
の
意
識
に
お
け
る
古
い
権
威
の
呪
縛
と
の
�
藤
の
特

（
207
）

徴
」
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
う
し
た
『
日
本
霊
異
記
』
に
つ
い
て
の
検
討
を
う
け
て
、「
古
代
的
呪
縛
を
克
服
し
自
立
的
主
体
と
し
て
の
自
覚
の

拠
り
ど
こ
ろ
を
求
め
て
い
た
九
世
紀
初
頭
の
民
衆
に
対
し
て
、『
霊
異
記
』
よ
り
も
は
る
か
に
積
極
的
な
対
応
を
示
し
た
も
の
と

評
価
で
き
る
の
は
、
最
澄
の
天
台
宗
と
空
海
の
真
言
宗
と
の
開
宗
で
あ
ろ

（
208
）

う
」
と
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、

ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
最
澄
と
空
海
が
こ
ぞ
っ
て
大
乗
仏
教
の
立
場
を
強
調
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
注
目
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
解
放
と
自
立
を
求
め
て
い
た
当
時
の
社
会
的
各
層
こ
と
に
豪
民
以
下
の
地
方
庶
民
の
要
求
に
適
合
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的
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
最
澄
の
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
の
教
説
に
し
て
も
、
空
海
の
「
凡
聖
不
二
」
の
思
想

に
し
て
も
、
も
と
よ
り
す
で
に
大
陸
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
日
本
に
お
い
て
巨
大
な
歴
史
的
意

義
を
も
つ
に
い
た
っ
た
の
は
、
時
代
の
切
実
な
思
想
史
的
課
題
に
即
応
し
て
い
た
こ
と
に
根
拠
が
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
…
…
日
本
で
は
大
乗
仏
教
は
、
事
実
と
し
て
、
古
代
専
制
国
家
の
解
体
過
程
と
密
接
不
可
分
な
関
連
を
も
っ
て
展
開
し

た
の
で
あ
っ
て
、
さ
し
ず
め
庶
民
の
意
識
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
彼
ら
の
願
望
の
宗
教
教
義
化
の
役
割
を
果
た
し
た
と
み
ら

れ
る
の
で
あ

（
209
）

る
。

け
れ
ど
も
、
最
澄
・
空
海
の
思
想
は
、
特
に
下
層
民
衆
の
意
識
だ
け
を
代
弁
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
支
配
権
力
に
対

立
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
…
…
最
澄
や
空
海
に
お
い
て
は
、
人
民
の
擁
護
と
い
う
意
味
を
も
含
む
と
し
て
も
む
し
ろ
権
力

者
と
し
て
の
国
王
と
国
家
秩
序
の
賛
嘆
と
い
う
意
味
で
鎮
護
国
家
を
強
調
す
る
傾
向
が
、
と
く
に
濃
厚
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
い
わ
ば
民
衆
の
下
か
ら
の
自
立
要
求
を
ふ
ま
え
て
大
乗
仏
教
の
理
念
を
展
開
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
教
権
の
俗
権
に

対
す
る
優
位
の
主
張
と
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、
か
え
っ
て
宗
教
が
国
家
の
た
め
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
専
ら
権
力
に
承
認
を
求

め
て
お
り
、
国
家
権
力
へ
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
宗
教
の
側
か
ら
自
己
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
も
、
大
乗

仏
教
一
般
に
あ
り
が
ち
な
論
理
上
の
傾
向
性
と
い
う
よ
り
は
、
当
時
の
日
本
の
特
殊
歴
史
的
具
体
的
な
条
件
に
も
と
づ
く
も
の

で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ

（
210
）

る
。

そ
の
う
え
で
黒
田
は
、「
大
乗
仏
教
が
鎮
護
国
家
に
帰
結
し
た
こ
と
と
と
も
に
、
つ
ぎ
に
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
特
色
は
、
平
安
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初
頭
以
降
、
密
教
が
急
激
な
発
展
を
み
せ
た
こ
と
で
あ

（
211
）

る
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
る
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

周
知
の
よ
う
に
、
す
で
に
最
澄
・
空
海
が
活
躍
し
て
い
た
時
期
か
ら
、
空
海
が
最
澄
よ
り
も
密
教
に
深
か
っ
た
こ
と
が
競
合

的
な
両
者
の
優
劣
を
決
す
る
微
妙
な
要
因
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
最
澄
の
没
後
、
天
台
宗
で
は
円
仁
・
円
珍
が
相
次
い
で
入

唐
、
帰
朝
し
て
密
教
を
伝
え
、
天
台
宗
独
自
の
密
教
の
発
展
に
努
め
た
。
円
仁
は
教
判
に
お
い
て
…
…
「
一
大
円
教
」
論
を
の

べ
な
が
ら
、
…
…
密
教
の
う
ち
に
理
密
だ
け
の
法
華
経
等
と
事
密
・
理
密
を
具
備
し
た
（
事
理
倶
密
）
大
日
経
等
を
区
別
し
て
、

後
者
を
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
た
。
ま
た
円
珍
は
、
や
は
り
一
大
円
教
論
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
さ
ら
に
す
す
ん
で
顕
劣
密
勝

の
思
想
を
示
し
た
。
こ
の
趨
勢
を
受
け
て
、
安
然
に
い
た
っ
て
台
密
の
理
論
が
完
成
さ
れ

（
212
）

た
。

し
か
し
な
が
ら
、
密
教
へ
傾
斜
し
た
の
は
天
台
宗
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
空
海
が
東
大
寺
に
真
言
院
を
お
い
て
以
後
、
南
都

仏
教
も
ま
た
著
し
く
密
教
的
色
彩
を
つ
よ
め
た
。
…
…
帰
す
る
と
こ
ろ
平
安
初
期
の
天
台
・
真
言
お
よ
び
南
都
仏
教
は
、
三
大

勢
力
を
形
成
し
て
互
い
に
抗
争
し
な
が
ら
も
、「
最
後
は
密
教
の
大
潮
流
に
合
流
し
て
、
台
密
・
東
密
・
南
密
（
若
し
斯
様
な

言
葉
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
）
の
三
流
と
な
り
了
」
り
、「
平
安
期
の
信
仰
は
殆
ど
全
く
密
教
で
あ
り
、
密
教
の
裏
書
に
依
っ
て

生
命
を
保
っ
て
い
る
」
と
さ
え
い
わ
れ
る
状
態
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
密
教
化
と
も
い
う
べ
き
現
象
は
、
仏
教

だ
け
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
す
で
に
八
世
紀
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
神
仏
の
習
合
は
、
九
世
紀
に
い
よ
い
よ
す
す
ん
だ
が
、

そ
の
こ
と
は
当
然
神
�
崇
拝
も
ま
た
密
教
化
す
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
わ
け
で
、
事
実
、
山
岳
抖
擻
の
ご
と
き
は
完

全
に
密
教
の
行
法
の
一
部
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
陰
陽
道
は
、
そ
の
迷
信
的
発
想
そ
の
も
の
が
、
密
教
の
加
持
祈
禱
の
流
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行
を
促
す
社
会
的
雰
囲
気
を
醸
成
し
、
密
教
的
習
俗
の
一
端
を
構
成
す
る
有
力
な
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ

（
213
）

る
。

黒
田
は
、
こ
う
し
て
「
全
宗
教
が
密
教
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
る
状
況
」
に
ま
で
発
達
し
た
日
本
の
密
教
は
、「
特
殊
具
体
的
な
特

質
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
、
そ
の
「
社
会
思
想
史
的
背
景
」
を
検
討
す

（
214
）

る
。
こ
こ
で
黒
田
が
注
目
す
る
の
は
、
①
「
日
本
的

密
教
に
お
い
て
は
、
古
来
の
ま
ま
の
山
林
抖
擻
な
ど
は
別
と
し
て
も
、
す
で
に
密
教
本
来
の
儀
礼
の
範
囲
に
お
い
て
『
事
相
の
堕
落

的
に
応
用
せ
ら
れ
た
る
祈
禱
呪
法
』
が
、
異
様
に
盛
ん
で
あ
っ
た
こ

（
215
）

と
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
密
教
本
来
の
標
準
的
な
姿
と
い
う
べ

き
も
の
で
な
く
、
仏
教
の
根
本
思
想
と
も
異
な
る
迷
信
的
性
格
を
帯
び
る
も
の
で
、
む
し
ろ
日
本
古
来
の
抖
擻
に
近
い
性
格
の
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
て
い

（
216
）

る
」
こ
と
、
②
こ
の
よ
う
に
「
密
教
の
名
に
お
い
て
行
わ
れ
る
祈
禱
呪
法
」
が
、
「
権
力
奉
仕
的
意
味
の
濃
厚

な
鎮
護
国
家
の
理
念
と
、
現
実
に
お
い
て
結
合
し
て
い
た
こ

（
217
）

と
」
、
③
こ
の
よ
う
な
特
色
を
も
つ
「
日
本
的
密
教
の
興
隆
と
発
達
」
の

社
会
的
基
盤
と
し
て
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
が
、「
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
都
鄙
を
風
靡
し
た
御
霊
信

（
218
）

仰
」
で
あ
り
、

こ
こ
で
は
「
御
霊
は
一
般
化
・
普
遍
化
さ
れ
る
と
と
も
に
、
旧
来
の
祭
祀
を
こ
え
て
国
家
の
次
元
で
祀
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
仏
教
が
必
要
だ
っ

（
219
）

た
」
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
黒
田
は
、
日
本
の
密
教
の
社
会
思
想
的
背
景
と
社
会
的
基
盤
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
総
括
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、

こ
こ
で
仏
教
を
動
か
し
て
い
る
の
は
、
む
ろ
ん
高
遠
な
哲
理
な
ど
で
は
な
く
、
は
る
か
に
低
次
元
の
呪
術
的
な
も
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
も
は
や
自
然
や
共
同
体
に
埋
没
し
た
ま
ま
の
呪
術
で
は
な
く
て
、
な
に
が
し
か
の
一
般
性
・
普
遍
性
を
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も
ち
、
共
同
体
解
体
途
上
の
都
市
群
衆
的
な
個
々
人
の
禍
福
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

け
だ
し
御
霊
信
仰
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
鎮
魂
呪
術
的
信
仰
こ
そ
が
、
密
教
の
普
及
に
最
適
な
土
壌
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

は
、
呪
術
へ
の
要
求
が
単
な
る
呪
術
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
国
土
と
人
民
と
を
鎮
護
す
る
大
乗
仏
教
の
理
想
に
ま
で
た
か
め

ら
れ
る
条
件
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
前
述
の
『
霊
異
記
』
の
世
界
に
つ
い
て
み
た
民
衆
の
状
態
の
延
長
線
上
の
も
の
で
あ
り
、

低
次
元
の
呪
術
的
意
識
と
い
う
一
面
を
も
っ
て
い
た
が
、
同
時
に
、「
し
だ
ら
神
」
の
信
仰
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
新
た
に
自
立

小
経
営
を
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
「
百
姓
」
の
積
極
的
な
願
望
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
御
霊
信
仰
に
お
い
て
は
、
そ
れ

が
支
配
層
に
よ
っ
て
上
か
ら
組
織
さ
れ
て
い
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
密
教
の
鎮
護
国
家
の
祈
禱
は
、
こ
こ
に
そ
の

宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
基
盤
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ

（
220
）

る
。

黒
田
は
、
こ
う
し
た
日
本
の
密
教
の
社
会
思
想
的
背
景
と
社
会
基
盤
に
つ
い
て
の
議
論
を
ふ
ま
え
、「
平
安
仏
教
の
八
宗
な
る
も

の
は
、
今
日
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
対
等
に
対
立
的
ま
た
は
排
他
的
な
関
係
の
も
と
に
並
立
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
あ
る
共
通
の
基
盤
の
上
に
ゆ
る
い
競
合
的
な
秩
序
を
形
成
し
て
い
た
も
の
で
あ

（
221
）

る
」
と
し
、「
そ
の
共
通
の
基
盤
と
は
、
鎮
魂

呪
術
的
信
仰
で
あ
り
、
仏
教
教
義
上
は
密
教
で
あ
っ

（
222
）

た
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
顕
密
体
制
」
と
「
顕
密

主
義
」
と
い
う
概
念
を
提
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
よ
う
な
顕
密
の
併
存
体
制

体
制
と
い
っ
て
も
法
的
あ
る
い
は
行
政
的
な
制
度
で
は
な
く
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
秩
序
と

い
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
が

を
、
小
論
で
は
「
顕
密
体
制
」
と
呼
び
、
と
く
に
そ
の
体
制
に
内
在
す
る
論
理
や
そ
の
よ
う
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な
傾
向
の
思
想
の
性
格
を
い
う
と
き
に
は
「
顕
密
主
義
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
と
お
も
う
。
こ
の
体
制
に
お
い

て
は
、
祈
禱
呪
術
的
傾
向
を
濃
厚
に
も
つ
特
色
あ
る
密
教
が
基
調
的
な
位
置
を
占
め
、
諸
宗
は
そ
の
上
に
、
た
と
え
ば
真
言
宗

な
ら
ば
空
海
の
教
判
に
依
拠
す
る
教
相
と
野
沢
両
流
以
下
の
事
相
を
内
容
と
し
て
専
ら
真
言
密
教
の
験
を
誇
り
、
天
台
宗
な
ら

ば
円
密
一
致
の
立
場
で
天
台
の
教
相
と
観
心
お
よ
び
独
特
の
事
理
の
密
教
（
台
密
）
を
そ
の
特
色
と
し
て
掲
げ
て
い
た
。
ま
た

そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
顕
密
主
義
と
い
う
べ
き
原
理
が
、
各
宗
の
固
定
的
な
教
義
と
い
う
形
で
よ
り
は
、
当
時
の
諸
宗
兼
学
の

事
情
か
ら
、
む
し
ろ
個
人
な
い
し
血
脈
・
流
派
の
教
説
に
浸
透
し
瀰
漫
し
て
い
る
論
理
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
が
、
指
摘
で
き

る
の
で
あ

（
223
）

る
。

黒
田
は
さ
ら
に
、「
そ
の
よ
う
な
顕
密
主
義
の
最
も
典
型
的
な
も
の
と
し
て
こ
こ
で
ふ
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
お
そ
ら
く
院
政
期

に
本
格
的
に
展
開
し
は
じ
め
た
と
み
ら
れ
る
、
か
の
天
台
本
覚
法
門
で
あ

（
224
）

る
」
と
し
て
、
天
台
本
覚
思
想
に
対
し
て
注
意
を
喚
起
し

て
い
る
が
、
黒
田
が
「
顕
密
主
義
」
の
典
型
と
み
な
し
た
こ
の
「
天
台
本
覚
法
門
」
な
い
し
は
「
天
台
本
覚
思
想
」
に
つ
い
て
は
、

節
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
の
う
え
で
黒
田
は
、「
顕
密
体
制
」
と
「
顕
密
主
義
」
の
特
質
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
総
括
的
に
述
べ
る
の
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、

「
顕
密
」
の
語
で
仏
教
が
、
ひ
い
て
は
全
宗
教
が
、
理
解
さ
れ
弘
通
し
て
い
た
そ
の
思
想
構
造
は
、
け
だ
し
、
東
ア
ジ
ア
の

仏
教
史
の
な
か
で
も
こ
の
段
階
以
後
の
日
本
に
特
有
な
も
の
で
あ
り
、
時
代
の
特
殊
な
思
想
状
況
を
反
映
す
る
も
の
と
い
え
る
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で
あ
ろ
う
。
顕
は
顕
示
で
あ
り
論
理
主
義
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
密
は
秘
密
で
あ
り
心
理
主
義
的
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
後
者

が
支
配
的
で
あ
り
本
質
規
定
的
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
前
者
の
余
地
が
と
も
か
く
も
残
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に

た
だ
し
そ

れ
は
時
と
し
て
装
飾
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が

、
密
教
の
特
殊
日
本
的
形
態
と
で
も
規
定
し
う
る
と
こ
ろ
の
特
質
と
、
そ
の
後

の
展
開
過
程
の
基
軸
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
密
教
の
優
位
・
浸
透
に
よ
っ
て
顕
教
が
念
仏
を
発
達
さ
せ
、
つ
い
で
本
地
垂

迹
説
…
…
を
創
出
し
、
さ
ら
に
は
鎌
倉
仏
教
の
諸
派
を
生
む
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
や
歴
史
的
意
義
は
む
ろ
ん
一
様
で
は
な

く
別
個
に
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
顕
密
体
制
は
、
中
世
を
通
じ
て
命
脈
を
保
ち
、
ま
た
権
威
あ

る
伝
統
的
な
主�

義�

と
し
て
存
続
し
た
の
で
あ
っ

（
225
）

た
。

こ
う
し
た
黒
田
の
「
顕
密
体
制
」
及
び
「
顕
密
主
義
」
と
い
う
概
念
が
、
丸
山
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
と
の
間
で
ど
の
よ
う

な
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
る
の
か
は
、
本
章
の
最
後
に
節
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
さ
し
あ
た
り
次
節
に
お
い
て

は
、
こ
の
「
顕
密
体
制
」
と
「
顕
密
主
義
」
の
展
開
の
始
点
を
構
成
す
る
最
澄
の
思
想
に
つ
い
て
、
目
を
向
け
て
み
る
こ
と
と
し
た

い
。第

三
節

最
澄
と
「
諸
法
実
相
」

み
つ
の
お
び
と
も
も
え

最
澄
（
七
六
七
│
八
二
二
）
は
近
江
国
滋
賀
郡
に
渡
来
系
の
家
系
と
さ
れ
る
三
津
首
百
枝
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
宝
亀
一
一

（
七
八
〇
）
年
に
近
江
国
分
寺
大
国
師
・
行
表
を
師
と
し
て
出
家
得
度
。
延
暦
四
（
七
八
五
）
年
、
一
九
歳
に
し
て
東
大
寺
で
受
戒
。

ろ
っ
こ
ん
し
ょ
う
じ
ょ
う

「
六

根

清

浄
（
226
）

」
の
境
地
に
達
す
る
ま
で
山
を
下
り
ぬ
と
の
決
意
を
「
願
文
」
に
著
し
て
比
叡
山
に
籠
り
、
一
二
年
後
の
延
暦
一
六
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（
七
九
七
）
年
に
天
皇
に
近
侍
す
る
僧
侶
で
あ
る
内
供
奉
に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
籠
山
修
行
に
励
ん
だ
と
さ
れ
る
。
内
供
奉
に
任
じ
ら

れ
て
以
降
の
「
法
華
十
講
」
な
ど
の
活
動
が
認
め
ら
れ
、
延
暦
二
三
（
八
〇
四
）
年
、
桓
武
天
皇
の
命
に
よ
り
、
第
一
六
次
遣
唐
使

げ
ん
が
く
し
ょ
う

に
随
行
す
る
還
学
生
と
し
て
渡
唐
。
天
台
山
に
お
い
て
天
台
宗
第
七
祖
と
さ
れ
る
道
邃
よ
り
菩
薩
戒
を
受
け
る
と
と
も
に
、
加
え
て

禅
や
密
教
を
も
学
び
、
翌
延
暦
二
四
（
八
〇
五
）
年
に
帰
国
。
そ
の
後
、
日
本
天
台
を
開
宗
し
た
。

最
澄
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
中
国
天
台
の
教
学
は
、
隋
の
天
台
智
者
大
師
・
智
顗
（
五
三
八
│
五
九
七
）
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た

も
の
で
、
龍
樹
（
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
）
を
祖
師
と
す
る
中
観
派
の
教
理
（「
空
の
思
想
」）
を
継
承
し
、『
法
華
経
』
を
根
本
仏
典

と
す
る
壮
大
な
世
界
観
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、「
摩
訶
止
観
」
に
代
表
さ
れ
る
「
止
観
」（
三
昧
と
智
慧
か
ら
な
る
仏
教
瞑
想
）
の

実
践
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
。『
法
華
経
』
は
、
原
名
を
サ
ッ
ダ
ル
マ
プ
ン
ダ
リ
ー
カ
ス
ー
ト
ラ
と
い
う
初
期
大
乗
経
典
の
ひ
と
つ

で
あ
り
、
そ
の
主
題
は
、「
一
乗
思
想
」「
久
遠
仏
思
想
」「
菩
薩
の
使
命
」
で
あ
る
と
さ

（
227
）

れ
、「
一
乗
思
想
」
と
は
、「
人
間
に
は
大

乗
仏
教
に
適
合
す
る
者
、
い
わ
ゆ
る
小
乗
仏
教
の
声
聞
乗
や
縁
覚
乗
…
…
に
適
合
す
る
者
な
ど
、
も
と
よ
り
能
力
の
差
が
あ
っ
て
、

教
え
も
そ
れ
ぞ
れ
の
た
め
に
分
か
れ
て
い
る
」
と
見
る
「
三
乗
思
想
」
に
対
し
て
、「
誰
も
が
大
乗
仏
教
に
適
合
す
る
の
で
あ
り

（
つ
ま
り
菩
薩
と
し
て
修
業
し
て
仏
と
な
り
得
る
の
で
あ
り
）、
声
聞
乗
も
縁
覚
乗
も
、
大
乗
へ
導
入
し
て
い
く
際
の
方
便
と
し
て
意

味
が
あ
る
と
見
る
も
の
で
あ

（
228
）

る
」
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
智
顗
以
来
、
天
台
教
学
は
「
法
華
一
乗
」
を
強
く
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。ま

た
智
顗
は
、「
諸
法
の
実
相
」（＝

現
象
世
界
の
真
実
の
す
が
た
）
を
表
わ
す
真
理
は
、
「
空
」
「
仮
」
「
中
」
の
「
三
諦
」（＝

三

つ
の
真
理
）
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
を
個
々
に
で
は
な
く
同
一
時
に
観
得
す
る
「
一
心
三
観
」
と
呼
ば
れ
る
円
教
の
観
法
を
説
い
た
。

こ
う
し
た
中
国
天
台
の
教
学
を
日
本
に
伝
え
た
最
澄
の
日
本
天
台
で
は
、
「
円
・
戒
・
禅
・
密
の
四
つ
が
総
合
さ
れ
て
い
る
と
い
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わ
れ
」、「『
円
』
は
円
教
、
す
な
わ
ち
円
満
完
全
な
教
え
と
い
う
こ
と
で
、
本
来
の
天
台
の
教
理
」
を
指
し
、「
『
戒
』
は
戒
律
、
た

だ
し
独
自
の
大
乗
戒
の
立
場
」
で
あ
り
、「『
禅
』
は
禅
の
行
法
」、「『
密
』
は
密
教
で
あ
る
」
と
さ
れ

（
229
）

た
。
こ
の
う
ち
「
円
」・「
戒
」

は
天
台
山
で
天
台
宗
第
七
祖
・
道
邃
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
が
、「
禅
」
は
渡
唐
以
前
に
行
表
（
最
澄
の
出
家
得
度
の
師
）
か

ら
受
け
継
ぎ
、
ま
た
加
え
て
天
台
山
で
牛
頭
宗
を
学
ん
だ
も
の
と
さ
れ
て
い

（
230
）

る
。
他
方
密
教
は
、
帰
国
直
前
に
越
州
の
順
暁
か
ら
受

け
継
い
だ
不
完
全
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
た
と
い
わ
れ
、
後
に
空
海
か
ら
灌
頂
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

（
231
）

る
。

ほ
っ
そ
う

末
木
文
美
士
に
よ
れ
ば
、「
最
澄
の
晩
年
は
二
つ
の
論
争
に
明
け
暮

（
232
）

れ
」
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
第
一
は
「
法
相
宗
の
徳
一

と
の
教
理
上
の
論
争
で
、
そ
の
主
要
な
テ
ー
マ
を
と
っ
て
、
三
乗
一
乗
論
争
（
三
一
論
争
）・
仏
性
論
争
と
呼
ば
れ
て
い

（
233
）

る
」
も
の

で
あ
り
、
第
二
は
「
大
乗
戒
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ

（
234
）

た
」
と
い
う
。
そ
し
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
二
つ
の
論
争
に
お
け
る
最
澄

の
立
場
に
、
彼
の
仏
教
思
想
の
特
質
が
明
確
に
表
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
の
論
争
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
な
天
台
智
者
大
師
・
智
顗
以
来
、
中
国
天
台
教
学
に
引
き
継
が
れ
、
道
邃
に
よ
り
最
澄
へ
と

受
け
継
が
れ
た
「
法
華
一
乗
」
の
教
え
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
最
澄
は
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
経

句
に
示
さ
れ
る
「
仏
性
論
」（＝

「
如
来
蔵
思
想
」）
を
強
く
主
張
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

黒
田
俊
雄
も
そ
の
「
中
世
に
お
け
る
顕
密
体
制
の
展
開
」
に
お
い
て
、「
最
澄
の
『
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
』
の
教
説
に
し
て
も
、

空
海
の
『
凡
聖
不
二
』
の
思
想
に
し
て
も
、
も
と
よ
り
す
で
に
大
陸
に
お
い
て
確
立
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
日
本
に

お
い
て
巨
大
な
歴
史
的
意
義
を
も
つ
に
い
た
っ
た
の
は
、
時
代
の
切
実
な
思
想
史
的
課
題
に
即
応
し
て
い
た
こ
と
に
根
拠
が
あ
っ
た

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
235
）

い
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
を
説
く
最
澄
の
「
仏
性
論
」（＝

「
如
来
蔵
思
想
」）
は
、

彼
の
思
想
を
代
表
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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そ
も
そ
も
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
の
教
え
は
『
涅
槃
経
』
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、『
法
華
経
』
に
お
い
て
も
「
仏
種
」
が

説
か
れ
、「
法
華
一
乗
」
の
教
理
に
お
い
て
共
通
し
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
必
ず
し
も
最
澄
独
自
の
も
の

で
は
な
い
に
し
て
も
、
最
澄
に
よ
る
「
仏
性
論
」（＝

「
如
来
蔵
思
想
」）
の
強
調
は
、
そ
の
後
の
日
本
天
台
と
「
顕
密
主
義
」
の
展

開
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
末
木
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
体
、
す
べ
て
の
衆
生
に
悟
り
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
如
来
蔵
思
想
・
仏
性
思
想
な
ど
と
呼
ば
れ
、
イ
ン
ド

さ
い
ち
ょ
う

ほ
っ
そ
う

ご
し
ょ
う

の
中
期
の
大
乗
仏
教
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
最
澄
が
南
都
の
法
相
宗
の
五
性

か
く
べ
つ

各
別
思
想
に
対
抗
し
て
主
張
し
、
大
論
争
を
展
開
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
…
…
こ
の
論
争
の
余
波
は
平
安
中
期
に

い
ち
じ
ょ
う
よ
う
け
つ

ま
で
お
よ
び
、
源
信
の
師
良
源
は
応
和
の
宗
論
に
お
い
て
法
相
宗
と
論
争
し
、
源
信
も
ま
た
『
一
乗
要
訣
』
を
著
し
て
こ
の
問

題
の
決
着
を
は
か
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
院
政
期
に
な
る
と
、「
仏
性
」
に
か
わ
っ
て
「
本
覚
」
と
い
う
語
が
多
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
も
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、「
本
覚
」

が
単
な
る
内
在
的
な
可
能
性
で
は
な
く
、
現
実
に
悟
り
を
開
い
て
い
る
、
と
い
う
意
味
に
転
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ

（
236
）

る
。

如
来
蔵
も
仏
性
も
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
で
、
衆
生
の
中
に
内
在
す
る
成
仏
の
可
能
性
の
こ
と
で
あ
る
。
元
来
の
仏
教
で

は
こ
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
す
る
余
地
は
な
い
が
、
…
…
仏
の
悟
り
と
凡
夫
の
距
離
が
き
わ
め
て
大
き
く
考
え
ら
れ
る
と
、
修

行
を
つ
づ
け
て
も
い
つ
に
な
っ
た
ら
悟
り
に
達
す
る
か
わ
か
ら
ず
、
修
行
の
意
欲
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ

こ
で
、
凡
夫
と
仏
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
如
来
蔵
・
仏
性
が
た
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
…
…
こ
の
思
想
は
イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
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の
大
乗
仏
教
で
は
主
流
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
中
国
・
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
仏
教
思
想
が
こ
の
上
に
築
か
れ
て
い

さ
い
ち
ょ
う

ほ
っ
そ
う

と
く
い
つ

る
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
大
き
な
勢
力
と
な
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
最
澄
が
仏
性
思
想
の
立
場
か
ら
法
相
宗
の
徳
一
と
論
争
を

行
っ
た
こ
と
は
第
Ⅱ
章
…
…
で
述
べ

（
237
）

た
。

要
す
る
に
、
最
澄
が
「
法
華
一
乗
」
の
立
場
か
ら
強
調
し
た
「
仏
性
論
」（＝

「
如
来
蔵
思
想
」
）
が
、
そ
の
後
の
「
天
台
本
覚
思

想
」（＝

「
天
台
本
覚
法
門
」）
の
展
開
を
は
じ
め
、
日
本
仏
教
全
体
の
あ
り
方
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
お
「
如
来
蔵
思
想
」
関
し
て
は
、
仏
教
学
者
の
立
川
武
蔵
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
す
な
わ
ち
、

よ
う
す
る
に
如
来
蔵
思
想
は
、
迷
い
の
世
界
に
い
る
人
間
（
凡
夫
）
そ
れ
ぞ
れ
が
、
覚
者
す
な
わ
ち
仏
の
胎
児
を
有
し
て
い

く
き
ょ
う
い
ち
じ
ょ
う
ほ
う
し
ょ
う
ろ
ん

る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
芽
は
、
初
期
唯
識
学
派
の
文
献
で
あ
る
『
究
竟
一
乗
宝
性
論
』
な
ど
に
す

り
ょ
う
が
き
ょ
う

で
に
見
ら
れ
る
。
六
世
紀
頃
の
『
楞
伽
経
』
で
は
、
如
来
蔵
は
第
八
番
目
の
認
識
（
識
）
で
あ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
同
一
視
さ
れ

て
い
る
。『
楞
伽
経
』
以
後
も
如
来
蔵
の
考
え
方
は
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
見
せ
た
が
、
如
来
蔵
思
想
の
歴
史
を
通
じ
て
言
い
う

る
こ
と
は
、
こ
の
思
想
の
流
れ
は
恒
常
不
変
な
仏
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
を
求
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
恒
常
不
変
の
存
在
を
求

め
る
こ
と
は
仏
教
の
伝
統
に
反
す
る
こ
と
で
あ
っ

（
238
）

た
。

要
す
る
に
、
最
澄
が
強
調
し
た
「
仏
性
論
」（＝

「
如
来
蔵
思
想
」）
は
、「
天
台
教
学
」
の
依
っ
て
立
つ
べ
き
中
観
派
の
教
理
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（
「
空
の
思
想
」）
と
は
一
線
を
画
し
た
唯
識
派
の
教
理
に
由
来
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
「
恒
常

不
変
の
仏
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
」
を
求
め
る
点
で
、「
仏
教
の
伝
統
に
反
す
る
」
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
の
「
大
乗
戒
」
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
本
稿
に
お
い
て
詳
細
を
論
ず
る
余
裕
は
な
い
。
末
木
の
『
日
本
仏
教
史
』
に
お
け
る

つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
を
引
用
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
す
な
わ
ち
、ど

う
し
ん

「
六
条
式
」
の
冒
頭
は
、「
国
宝
と
は
何
者
ぞ
。
宝
と
は
道
心
な
り
。
道
心
あ
る
人
を
国
宝
と
な
す
」
と
い
う
有
名
な
文
句

で
は
じ
ま
っ
て
い
る
が
、
最
澄
の
意
図
す
る
仏
教
者
は
、
ま
さ
に
「
国
宝
」
と
し
て
世
俗
社
会
の
な
か
で
役
立
つ
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
出
家
者
も
在
家
者
も
同
一
の
戒
に
よ
る
「
真
俗
一
貫
」（
四
条
式
）
の
立
場
が
積
極
的
に

主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
法
華
一
乗
の
普
遍
主
義
・
平
等
主
義
と
同
じ
理
念
が
み
て
と
れ
る
。
こ
の
立
場
が
や
が
て
、

世
俗
の
な
か
に
積
極
的
に
入
っ
て
い
こ
う
と
す
る
鎌
倉
新
仏
教
の
運
動
な
ど
に
も
連
な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同

時
に
他
面
、
出
家
者
と
し
て
の
戒
律
・
修
行
が
軽
視
さ
れ
る
と
い
う
問
題
点
を
日
本
の
仏
教
史
に
残
す
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で

あ
（
239
）

る
。

さ
て
こ
こ
で
、
末
木
の
『
日
本
仏
教
史
』
か
ら
い
ま
少
し
離
れ
て
、
日
本
仏
教
の
思
想
を
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
土
壌
の
な
か
へ
の
仏
教

の
受
容
と
変
容
と
い
う

丸
山
の
「
古
層＝

執
拗
低
音
」
論
と
も
共
鳴
し
あ
う

視
点
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
た
立
川
武
蔵
の

『
日
本
仏
教
の
思
想

受
容
と
変
容
の
千
五
百
年
史

（
240
）』

と
『
空
の
思
想
史

原
始
仏
教
か
ら
日
本
近
代
へ

（
241
）』

に
拠
り

な
が
ら
、
最
澄
の
「
諸
法
実
相
」
の
思
想
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
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立
川
は
『
空
の
思
想
史
』
と
『
日
本
仏
教
の
思
想
』
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

し
ょ
ほ
う
じ
っ
そ
う

「
諸
法
実
相
」
と
い
う
表
現
ほ
ど
最
澄
の
思
想
を
的
確
に
語
る
言
葉
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
乗
戒
の
戒
壇
を
延
暦
寺
に
建
て

よ
う
と
し
た
こ
と
の
根
底
に
は
、
こ
の
「
諸
法
は
そ
の
ま
ま
実
相
（
真
実
）
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
が
あ
っ
た
の
で
あ

（
242
）

る
。

仏
教
を
自
分
た
ち
の
も
の
へ
と
つ
く
り
か
え
る
作
業
は
、
日
本
古
来
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
土
壌
に
お
い
て
、
そ
の
型
に
あ
わ
せ

る
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
の
仏
教
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
と
は
か
な
り
異
質
な
も
の
と
な
っ
た
。
…
…
日

し
ん
ら
ば
ん
し
ょ
う

本
化
し
た
仏
教
の
特
色
は
、「
諸
法
実
相
」
つ
ま
り
、
森
羅
万
象
が
実
相
（
真
実
の
す
が
た
）
で
あ
る
と
と
ら
え
た
こ
と
だ
。

眼
前
に
見
る
樹
木
や
岩
が
、
さ
ら
に
は
人
間
の
身
体
が
、「
そ
の
ま
ま
で
」
真
実
の
す
が
た
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ

（
243
）

る
。

「
諸
法
」
と
は
「
も
ろ
も
ろ
の
も
の
の
一
般
的
あ
り
方
と
い
う
ほ
ど
の
意

（
244
）

味
」
で
あ
り
、『
般
若
心
経
』
の
「
五
蘊
皆
空
」
に
み

ら
れ
る
「
五
蘊
」
と
こ
こ
で
の
「
諸
法
」
は
、「
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
と
考
え
て
よ

（
245
）

い
」
と
い
う
。

そ
も
そ
も
「
諸
法
実
相
」
と
い
う
言
葉
は
、
鳩
摩
羅
什
訳
の
『
法
華
経
』
第
二
章
（
方
便
品
）
に
お
い
て
、「
唯
仏
与
仏
、
乃
能

究
尽
、
諸
法
実
相
」（「
唯
仏
と
仏
の
み
が
諸�

法�

の�

実�

相�

を
究
め
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
」

傍
点
は
引
用

（
246
）

者
）
と
い
う
か
た
ち
で

あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
「
諸
法
実
相
」
は
あ
く
ま
で
も
「
諸�

法�

の�

実�

相�

」
と
訓
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て

「
諸�

法�

は�

実�

相�

な�

り�

」
と
訓
ま
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

他
方
、
天
台
教
学
が
受
け
継
ぐ
中
観
派
の
教
理
（「
空
の
思
想
」）
に
お
い
て
は
、
龍
樹
の
主
著
『
中
論
』
の
「
因
縁
所
生
法
、
我
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説
即
是
空
、
亦
為
是
仮
名
、
亦
是
中
道
義
」（「
因
縁
よ
り
生
ず
る
と
こ
ろ
の
法
は
、
我
す
な
わ
ち
是
れ
を
空
な
り
と
説
く
。
ま
た
是

さ
ん
た
い

げ

れ
を
仮
名
と
な
す
、
ま
た
是
中
道
の
義
な

（
247
）

り
」）
と
い
う
「
三
諦
の
偈
」
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
諸�

法�

の�

実�

相�

」
は
、「
空
」＝

「
因
縁
（
縁
起
）
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
空
で
あ
る
」、「
仮
」＝

「
も
ろ
も
ろ
の
も
の
は
（
諸
法
）
は
ま
っ
た
く
無
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
い
ろ
・
か
た
ち
の
あ
る
仮
な
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
」、「
中
」＝

「
諸
法
が
空
で
あ
る
と
と
も
に
仮

で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
空
と
仮
の
調
和
で
あ
る
」、
と
い
う
「
三
諦
」（＝

「
三
つ
の
真
理
」
）
か
ら
観
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

と
い

（
248
）

う
。

中
国
天
台
の
教
理
を
大
成
し
た
天
台
智
者
大
師
・
智
顗
は
、
こ
う
し
た
中
観
派
の
教
え
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、「
空
」「
仮
」「
中
」

の
「
三
諦
」
を
「
一
心
三
観
」
と
い
う
観
法
に
よ
っ
て
同
一
時
に
観
得
す
べ
き
で
あ
る
と
説
き
、
中
観
派
が
本
来
採
っ
て
い
た
「
虚

妄
の
仮
か
ら
空
へ
入
り
、
そ
の
後
空
か
ら
建
立
の
仮
へ
至

（
249
）

る
」
と
い
う
段
階
的
修
道
論
を
「
次
第
観
と
呼
ん
で
一
段
低
い
次
元
の
も

の
と
考

（
250
）

え
」
た
。
つ
ま
り
、「
空
・
仮
・
中
は
一
時
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
（
不
次
第

（
251
）

観
）」
と
し
た
の
で
あ
る
。

智
顗
は
さ
ら
に
す
す
ん
で
、
十
界
（
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
阿
修
羅
、
人
間
、
天
上
、
声
聞
、
縁
覚
、
菩
薩
、
仏
）
の
そ
れ
ぞ
れ

の
中
に
、
さ
ら
に
他
の
十
界
が
含
ま
れ
る
と
い
う
「
十
界
互
具
」、「
十
界
互
具
」
の
百
界
そ
れ
ぞ
れ
に
十
如
是
（
如
是
相
、
如
是
性
、

如
是
体
、
如
是
力
、
如
是
作
、
如
是
因
、
如
是
縁
、
如
是
果
、
如
是
奉
、
如
是
本
来
究
竟
）
が
あ
る
と
い
う
「
百
界
千
如
」、
こ
の

「
百
界
千
如
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
衆
生
世
間
、
五
蘊
世
間
、
国
土
世
間
と
い
う
三
種
の
世
間
を
も
つ
と
い
う
「
三
千
世
界
」
の
世
界
観

を
踏
ま
え
、
こ
の
「
三
千
世
界
」
を
「
一
念
」（＝

一
瞬
の
念
）
に
お
い
て
観
想
す
る
と
い
う
「
一
念
三
千
」
の
教
学
を
説
い
た
の

で
あ
っ

（
252
）

た
。

立
川
武
蔵
は
、
こ
う
し
て
「
天
台
教
学
は
、
諸
法
実
相
を
『
一
念
三
千
』
と
い
う
考
え
方
で
と
ら
え
、
最
澄
ら
に
伝
え
た
の
で
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あ
（
253
）

る
」
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
「
諸
法
実
相
」
は
、
中
国
天
台
の
教
理
に
お
い
て
、「
諸�

法�

の�

実�

相�

」
か
ら
「
諸�

法�

は�

実�

相�

な�

り�

」
へ
と
限
り

な
く
近
づ
い
て
い
た
の
で
は
あ
っ
た
。
立
川
武
蔵
は
、『
空
の
思
想
』
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

も
ろ
も
ろ
の
法
（
も
の
や
こ�

と�

）
が
真
実
の
相
（
あ
り
方
）
そ
の
も
の
で
あ
る
、
つ
ま
り
諸
法
は
実
相
な
り
、
と
い
う
考
え

方
は
、
中
国
天
台
宗
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
が
、
日
本
の
天
台
宗
に
も
伝
え
ら
れ
、
や
が
て
日
本
の
仏
教
を
代
表
す
る
考
え
方

の
一
つ
と
な
っ
た
。
こ
の
考
え
方
は
天
台
宗
の
教
理
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
の
伝
統
を
踏
ま
え
た

も
の
で
あ
っ
た
。

「
諸
法
実
相
」
と
い
う
表
現
の
出
典
は
『
法
華
経
』
の
第
二
章
な
ど
に
求
め
ら
れ
る
が
、
中
国
天
台
宗
に
お
け
る
諸
法
実
相

ち

ぎ

の
考
え
方
は
、
第
三
祖
智
顗
が
そ
れ
ら
の
『
法
華
経
』
の
中
の
い
く
つ
か
の
箇
所
を
自
分
の
思
想
に
合
わ
せ
て
解
釈
し
な
お
し

よ

き
わ

た
も
の
で
あ
る
。
羅
什
訳
の
『
法
華
経
』
二
章
に
は
、
「
唯
、
仏
と
仏
の
み
、
す
な
わ
ち
能
く
諸�

法�

の�

実�

相�

を
究
め
尽
く
せ
ば

な
り
」
と
あ
る
。「
諸
法
は
実
相
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
元
来
、
現
象
（
諸
法
）
と
本
質
と
の
間

に
は
根
本
的
区
別
が
な
い
と
い
う
考
え
方
を
基
調
と
し
て
持
ち
続
け
て
き
た
仏
教
は
、
天
台
教
学
と
い
う
噴
火
口
か
ら
そ
の
基

調
を
「
諸
法
実
相
」
の
思
想
と
し
て
思
想
史
の
表
面
に
打
ち
出
し
た
と
い
え
よ

（
254
）

う
。

し
か
し
、「
諸
法
実
相
」
が
「
諸�

法�

の�

実�

相�

」
で
は
な
く
「
諸�

法�

は�

実�

相�

な�

り�

」
と
明
確
に
訓
み
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ

と
の
背
後
に
は
、
末
木
文
美
士
の
指
摘
す
る
「
漢
文
仏
典
と
訓
読
」
が
孕
む
問
題
、
す
な
わ
ち
、「
漢
文
の
原
文
を
そ
の
ま
ま
用
い
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た
の
で
は
な
く
、
訓
読
と
い
う
独
特
の
読
み
方
を
工
夫
し
」
た
こ
と
に
と
も
な
う
「
落
し

（
255
）

穴
」
と
も
い
う
べ
き

そ
し
て
、
仏
教

の
日
本
へ
の
受
容
に
お
け
る
宿
痾
と
も
い
う
べ
き

問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
諸
法
実
相
」
と
い
う
漢
文
を
敢
え
て
訓
読
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
「
諸�

法�

の�

実�

相�

」
か
ら
「
諸�

法�

は�

実�

相�

な�

り�

」
と
い
う
決

定
的
な
訓
み
替
え
が
行
わ
れ
得
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
立
川
武
蔵
の
い
う
よ
う
に
、「
も
ろ
も
ろ
の
法
（
も
の
や
こ�

と�

）
が
真
実

の
相
（
あ
り
方
）
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
「
諸
法
実
相
」
の
内
容
は
、
イ
ン
ド
仏
教
の
伝
統
を
踏
ま
え
、
中
国
天
台
の
教
理
に

お
い
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
諸�

法�

は�

実�

相�

な�

り�

」
と
明
確
に
訓
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
仏
教
を

代
表
す
る
考
え
方
に
ま
で
な
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
「
漢
文
仏
典
と
訓
読
」
が
孕
む
「
落
し
穴
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
立
川
の
い
う
よ
う
に
、「
日
本
で
は
『
諸
法
は
実
相
な
り
』
と
い
う
表
現
は
、
仏
教
に
な
じ
み
の
な
い
人
々
に

も
耳
慣
れ
る
ほ
ど
ポ
ピ
ュ
ラ

（
256
）

ー
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、

中
国
、
日
本
の
仏
教
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
実
相
と
は
あ
り
の
ま
ま
の
す
が
た
、
真
実
の
す
が
た
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
「
諸
法
は
実
相
な
り
」
と
は
、
花
や
犬
な
ど
も
ろ
も
ろ
の
も
の
の
す
が
た
か
た
ち
は
そ
の
ま
ま
で
真
実
の
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
と
な
る
。

だ
が
、
咲
い
て
す
ぐ
に
散
り
は
じ
め
る
桜
の
花
、
道
端
で
け
ん
か
を
す
る
犬
た
ち
が
、
そ
の
ま
ま
で
真
実
の
す
が
た
を
顕
わ

に
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
真
実
に
接
す
る
た
め
に
は
わ
れ
わ
れ
は
単
に
そ
れ
を
見
れ
ば
よ
い
わ
け
で
あ
り
、
修
行
の
必
要

は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
く
る
こ
と
で
あ
ろ

（
257
）

う
。
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諸
法
実
相
論
と
は
、
よ
う
す
る
に
、
現
象
即
本
質
と
い
う
こ
と
だ
。
現
象
の
奥
に
、
現
象
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の
を
認
め
る

の
で
な
く
て
、
現
象
以
外
に
本
質
は
な
い
と
考
え
、
現
象
を
真
実
の
す
が
た
と
と
ら
え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
い
き
お

い
悟
り
と
迷
い
と
の
区
別
を
強
調
す
る
よ
り
は
そ
の
本
質
的
同
一
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
考
え
方
は
さ
ら
に
、
人

間
に
は
生
来
、
悟
り
を
開
く
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
者
と
い
な
い
者
と
の
区
別
が
存
す
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
仏
性

が
あ
る
と
考
え
る
方
向
に
む
か
っ
て
い
く
。
最
澄
の
思
想
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
無
差
別
平
等
の
思
想
で
あ
っ

（
258
）

た
。

「
諸
法
実
相
」
を
「
諸�

法�

は�

実�

相�

な�

り�

」
と
訓
ん
だ
最
澄
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
日
本
天
台
の
教
理
が
、「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」

を
説
く
「
仏
性
論
」（＝

「
如
来
蔵
思
想
」）
を
強
く
主
張
し
、
出
家
者
も
在
家
者
も
同
一
の
戒
に
よ
る
べ
き
と
し
て
、「
真
俗
一
貫
」

の
大
乗
戒
の
立
場
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
最
澄
の
思
想

が
、
黒
田
俊
雄
に
よ
っ
て
「
顕
密
主
義
」
の
典
型
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
天
台
本
覚
思
想
」（＝

「
天
台
本
覚
法
門
」）
へ
と
向

か
う
日
本
天
台
の
展
開
の
始
点
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

注
（
1
）

大
隅
和
雄
・
平
石
直
昭
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
二
年
、
所
収
。

（
2
）

同
前
、
九
五
頁
。

（
3
）

拙
著
『
丸
山
眞
男

「
古
層
論
」
の
射
程

』、
関
西
学
院
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
、
三
二
九
頁
。

（
4
）

同
前
。

（
5
）

冨
田
宏
治
・
北
畑
淳
也
、
あ
け
び
書
房
、
二
〇
二
一
年
。
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（
6
）
『
丸
山
眞
男
集
』
第
十
二
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
一
五
〇
頁
。

（
7
）
『
丸
山
眞
男
講
義
録
［
第
四
冊
］
日
本
政
治
思
想
史
一
九
六
四
』（
以
下
、『
講
義
録
［
第
四
冊
］』
と
略
す
）、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
九
八
年
、
五
三
頁
。

（
8
）
『
丸
山
眞
男
集
』
第
十
二
巻
、
一
四
七
―
一
四
九
頁
。

（
9
）

拙
著
『
丸
山
眞
男

「
古
層
論
」
の
射
程

』、
二
一
八
頁
。

（
10
）

和
�
、
岩
波
書
店
、
一
九
四
三
年
。『
和
�
哲
郎
全
集
』
第
十
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
、
所
収
。
な
お
、
こ
の
『
尊
皇
思

想
と
そ
の
伝
統
』
の
前
篇
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
が
、
和
�
『
日
本
倫
理
思
想
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
。『
和
�
哲
郎
全
集
』

第
十
二
巻
、
第
十
三
巻
、
所
収
）
の
上
巻
第
一
篇
を
構
成
す
る
「
神
話
伝
説
に
現
わ
れ
た
る
倫
理
思
想
」
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

（
11
）
『
丸
山
眞
男
集
』
第
十
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
五
六
頁
。

（
12
）

拙
著
『
丸
山
眞
男

「
古
層
論
」
の
射
程

』、
三
一
四
頁
。

（
13
）
『
丸
山
眞
男
講
義
録
［
第
七
冊
］
日
本
政
治
思
想
史
一
九
六
七
』（
以
下
『
講
義
録
［
第
七
冊
］』
と
略
す
）、
東
京
大
学
出
版
会
、
一

九
九
八
年
、
六
六
頁
。

（
14
）

拙
著
『
丸
山
眞
男

「
古
層
論
」
の
射
程

』、
三
三
二
頁
。

（
15
）

同
前
、
三
二
八
頁
。

（
16
）
『
丸
山
眞
男
集
』
第
十
巻
、
六
―
七
頁
。

（
17
）

同
前
、
三
一
頁
。

（
18
）
『
講
義
録
［
第
七
冊
］』、
六
六
頁
。

（
19
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
三
五
頁
。

（
20
）

飯
田
『
戦
後
精
神
の
光
芒

丸
山
真
男
と
藤
田
省
三
を
読
む
た
め
に

』、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
一
七
七
―
一
七
八

頁
。

（
21
）

同
前
、
一
六
五
頁
。
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（
22
）

田
中
『
丸
山
眞
男
を
読
み
な
お
す
』、
講
談
社
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
九
年
、
一
二
―
一
三
頁
。

（
23
）

大
隈
、
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
一
一
頁
。

（
24
）

飯
田
『
戦
後
精
神
の
光
芒

丸
山
真
男
と
藤
田
省
三
を
読
む
た
め
に

』、
一
七
八
頁
。

（
25
）

田
中
『
丸
山
眞
男
を
読
み
な
お
す
』、
一
三
頁
。

（
26
）

同
前
、
九
五
頁
。

（
27
）

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
。

（
28
）

編
集
グ
ル
ー
プ
〈
Ｓ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
〉、
二
〇
〇
五
年
。
同
書
は
、
鶴
見
俊
輔
、
北
沢
恒
彦
、
塩
沢
由
典
と
横
山
貞
子
夫
妻
に
よ
る
文
体
研

究
会
の
一
部
で
あ
っ
た
丸
山
眞
男
研
究
会
が
行
な
っ
た
「
丸
山
さ
ん
を
囲
む
会
」（
一
回
目
は
一
九
八
四
年
一
〇
月
六
日
に
東
京
で
、
二

回
目
は
一
九
八
五
年
六
月
二
日
に
京
都
で
実
施
）
で
の
丸
山
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
29
）

同
前
、
三
七
頁
。

（
30
）

同
前
、
四
一
―
四
二
頁
。

（
31
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
所
収
。

（
32
）

同
前
、
一
三
一
頁
。

（
33
）

同
前
、
一
三
一
―
一
三
二
頁
。

（
34
）

同
前
、
一
三
二
頁
。

（
35
）

同
前
。

（
36
）

同
前
、
一
一
二
頁
。

（
37
）
『
講
義
録
［
第
四
冊
］』、
一
四
九
―
一
五
〇
頁
。

（
38
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
一
一
二
―
一
一
三
頁
。

（
39
）

同
前
、
一
一
三
頁
。

（
40
）

同
前
。
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（
41
）

同
前
。

（
42
）

同
前
。

（
43
）

同
前
。

（
44
）

同
前
。

（
45
）

同
前
、
一
一
四
頁
。

（
46
）
『
講
義
録
［
第
四
冊
］』、
一
五
四
頁
。

（
47
）

文
部
省
教
学
局
発
行
、
一
九
三
七
年
。

（
48
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
一
一
七
頁
。

（
49
）

同
前
、
一
一
八
頁
。

（
50
）
『
講
義
録
［
第
四
冊
］』、
一
七
二
―
一
七
三
頁
。

（
51
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
一
一
九
頁
。

（
52
）
『
講
義
録
［
第
四
冊
］』、
一
八
五
頁
。

（
53
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
一
二
〇
頁
。

（
54
）

同
前
。

（
55
）
『
講
義
録
［
第
四
冊
］』、
一
九
〇
―
一
九
一
頁
。

（
56
）

同
前
、
一
九
三
頁
。

（
57
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
一
二
一
頁
。

（
58
）

同
前
。

（
59
）

同
前
。

（
60
）

同
前
、
一
二
二
頁
。

（
61
）

同
前
。
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（
62
）
『
日
本
古
典
文
學
体
系
86
』、
岡
見
正
雄
・
赤
松
俊
秀
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
。

（
63
）
『
講
義
録
［
第
四
冊
］』、
二
一
六
頁
。

（
64
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
一
二
二
頁
。

（
65
）

同
前
。

（
66
）

同
前
、
一
二
三
頁
。

（
67
）

富
田
正
文
・
土
橋
俊
一
編
『
福
澤
諭
吉
全
集
』
第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
所
収
。
松
沢
弘
陽
校
注
、
岩
波
文
庫
、
一
九

九
五
年
。

（
68
）
『
講
義
録
［
第
四
冊
］』、
二
三
〇
―
二
三
一
頁
。

（
69
）

同
前
、
二
三
一
頁
。

（
70
）

同
前
、
二
三
三
頁
。

（
71
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
一
二
四
頁
。

（
72
）

同
前
。

（
73
）

同
前
、
一
二
五
頁
。

（
74
）

同
前
、
一
二
七
頁
。

（
75
）
『
講
義
録
［
第
四
冊
］』、
二
三
八
頁
。

（
76
）

同
前
。

（
77
）

同
前
、
二
三
九
頁
。

（
78
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
一
二
五
頁
。

（
79
）

同
前
。

（
80
）

同
前
。

（
81
）
『
講
義
録
［
第
四
冊
］』、
二
四
五
頁
。
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（
82
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
一
二
六
頁
。

（
83
）

同
前
、
一
二
七
頁
。

（
84
）

同
前
、
一
二
八
頁
。

（
85
）

同
前
。

（
86
）

同
前
、
一
二
九
頁
。

（
87
）

同
前
。

（
88
）

同
前
、
一
三
〇
頁
。

（
89
）
『
講
義
録
［
第
四
冊
］』、
二
七
一
頁
。

（
90
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
一
三
一
頁
。

（
91
）

同
前
。

（
92
）
『
講
義
録
［
第
四
冊
］』、
二
七
八
―
二
七
九
頁
。

（
93
）

同
前
、
二
七
九
頁
。

（
94
）

同
前
。

（
95
）

同
前
、
二
八
一
頁
。

（
96
）

同
前
、
二
八
二
―
二
八
三
頁
。

（
97
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
一
三
三
―
一
三
四
頁
。

（
98
）
『
講
義
録
［
第
四
冊
］』、
二
九
六
―
二
九
七
頁
。

（
99
）
『
日
本
の
思
想
六

歴
史
思
想
集
』、「
解
説
」、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
。『
丸
山
眞
男
集
』
第
十
巻
、
所
収
。

（
100
）

丸
山
「
原
型
・
古
層
・
執
拗
低
音
」、『
丸
山
眞
男
集
』
第
十
二
巻
、
一
五
五
頁
。
こ
の
講
演
は
、
武
田
清
子
氏
が
国
際
基
督
教
大
学

ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
の
活
動
と
し
て
企
画
し
た
「
日
本
文
化
の
ア
ー
キ
タ
イ
プ
ス
を
考
え
る
」
と
い
う
連
続
講
演
会
の
一
環
と
し
て
一
九

八
一
年
六
月
一
九
日
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
武
田
清
子
編
『
日
本
文
化
の
か
く
れ
た
形
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
）
に
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収
録
さ
れ
た
。
な
お
本
書
は
、
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
）、
岩
波
現
代
文
庫
版
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四

年
）
と
し
て
三
度
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
101
）
『
丸
山
眞
男
集

別
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
、
所
収
。

（
102
）Sue

H
enny

and
Jean-Pierre

Lehm
ann
eds.,

T
hem
es
and
T
heories

in
M
odern

Japanese
H
istory:

E
ssays

in
M
em
ory
of

R
ichard

Storry,A
thlone

Pr,1988.

（
103
）
『
丸
山
眞
男
集
』
第
十
二
巻
、
所
収
。

（
104
）

編
集
グ
ル
ー
プ
〈
Ｓ
Ｕ
Ｒ
Ｅ
〉、
二
〇
〇
五
年
。

（
105
）
『
丸
山
眞
男
集

別
集
』
第
四
巻
、
二
〇
一
八
年
六
月
、
所
収
。

（
106
）
『
丸
山
眞
男
集
』
第
十
二
巻
、
所
収
。

（
107
）
『
丸
山
眞
男
集
』
第
十
巻
、
六
頁
。

（
108
）

同
前
、
四
五
頁
。

（
109
）

同
前
、
七
―
九
頁
。

（
110
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
三
五
頁
。

（
111
）

飯
田
『
戦
後
精
神
の
光
芒

丸
山
真
男
と
藤
田
省
三
を
読
む
た
め
に

』、
一
六
五
頁
。

（
112
）

拙
著
『
丸
山
眞
男

「
古
層
論
」
の
射
程

』、
三
二
八
頁
。

（
113
）
『
丸
山
眞
男
集
』
第
十
巻
、
一
九
頁
。

（
114
）

同
前
、
二
〇
頁
。

（
115
）

同
前
、
二
〇
―
二
一
頁
。

（
116
）

同
前
、
二
一
頁
。

（
117
）

同
前
。

（
118
）

同
前
、
二
五
頁
。
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（
119
）

同
前
、
二
七
頁
。

（
120
）

同
前
、
三
三
―
三
四
頁
。

（
121
）

同
前
、
三
八
頁
。

（
122
）

同
前
、
五
五
―
五
六
頁
。

（
123
）

同
前
、
五
八
頁
。

（
124
）

同
前
に
よ
る
。
な
お
『
万
葉
集
』
の
原
文
は
、「
生
者

遂
毛
死

物
尓
有
者

今
生
在
間
者

樂
乎
有
名
」（
三
四
九
）、「
今
代
尓
之

樂
有
者

来
生
者

蟲
尓
鳥
尓
毛

吾
羽
成
奈
武
」（
三
四
八
）
、「
價
無

寳
跡
言
十
方

一
坏
乃

濁
酒
尓

豈
益
目
八＜

方＞

」（
三
四
五
）
で

あ
る
。

（
125
）

同
前
。

（
126
）

同
前
、
五
八
―
五
九
頁
。

（
127
）

同
前
、
五
九
頁
。

（
128
）

同
前
、
五
九
―
六
〇
頁
。

（
129
）

同
前
、
六
〇
頁
。

（
130
）

同
前
。

（
131
）

同
前
。
な
お
和
�
の
議
論
は
、「
風
土
」、『
和
�
哲
郎
全
集
』
第
八
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
、
一
三
六
―
一
三
九
頁
に
よ
る
。

（
132
）

同
前
。
な
お
引
用
中
の
万
葉
歌
の
作
者
は
高
田
女
王
、『
万
葉
集
』
の
原
文
は
、「
現
世
尓
波

人
事
繁

来
生
尓
毛

将
相
吾
背
子

今

不
有
十
方
」
で
あ
る
。

（
133
）

同
前
、
六
三
頁
。

（
134
）
『
丸
山
眞
男
集

別
集
』
第
三
巻
、
所
収
。

（
135
）

同
前
、
二
一
七
頁
。

（
136
）

同
前
、
二
一
七
―
二
一
八
頁
。
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（
137
）
『
講
義
録
［
第
七
冊
］、
一
九
九
八
年
、
六
六
頁
。

（
138
）
『
丸
山
眞
男
集

別
集
』
第
三
巻
、
二
一
八
頁
。

（
139
）

同
前
、
二
一
八
―
二
一
九
頁
。
な
お
『
万
葉
集
』
の
作
者
と
原
文
に
つ
い
て
は
、
前
者
は
大
友
家
持
、「
人
毛
無

國
母
有
粳

吾
妹

子
与

携
行
而

副
而
将
座
」、
後
者
は
東
歌
、「
於
保
伎
美
乃

美
己
等
可
思
古
美

可
奈
之
伊
毛
我

多
麻
久
良
波
奈
礼

欲
太
知
伎
努
可

母
」
で
あ
る
。

（
140
）

同
前
、
二
一
九
頁
で
は
『
心
中
天
網
島
』
と
さ
れ
て
い
る
が
、
訳
者
の
手
に
よ
っ
て
『
曾
根
崎
心
中
』
で
あ
る
こ
と
が
ル
ビ
に
よ
り

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
141
）

同
前
。

（
142
）

同
前
、
二
二
〇
頁
。

（
143
）

黒
田
俊
雄
「
中
世
に
お
け
る
顕
密
体
制
の
展
開
」、『
黒
田
俊
雄
著
作
集
』
第
二
巻
、
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
、
四
五
頁
。
な
お
、
同

稿
は
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』、
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
に
所
収
さ
れ
て
い
た
。

（
144
）

同
前
、
七
五
頁
。

（
145
）

同
前
、
一
一
〇
頁
。

（
146
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
一
三
一
頁
。

（
147
）

同
前
、
一
三
二
頁
。

（
148
）

同
前
。

（
149
）
『
黒
田
俊
雄
著
作
集
』
第
二
巻
、
四
五
頁
。

（
150
）

同
前
、
七
五
頁
。

（
151
）

新
潮
文
庫
、
一
九
九
六
年
。

（
152
）

同
前
、
三
四
一
頁
。

（
153
）

同
前
。
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（
154
）

同
前
、
二
〇
一
頁
。

（
155
）

同
前
、
三
四
五
頁
。

（
156
）

岩
波
新
書
、
二
〇
〇
六
年
。

（
157
）

同
前
、
一
頁
。

（
158
）

同
前
、
二
頁
。

（
159
）

大
隅
・
平
石
編
『
思
想
史
家
丸
山
眞
男
論
』、
九
五
頁
。

（
160
）

拙
著
『
丸
山
眞
男

「
古
層
論
」
の
射
程

』、
三
二
八
頁
。

（
161
）

末
木
『
日
本
仏
教
史

思
想
史
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ

』（
以
下
、『
日
本
仏
教
史
』
と
略
す
）、
三
三
八
―
三
三
九
頁
。

（
162
）

同
前
、
三
四
五
頁
。

（
163
）

同
前
。

（
164
）

同
前
。

（
165
）

同
前
、
三
四
六
頁
。

（
166
）

同
前
。

（
167
）

同
前
。

（
168
）

同
前
、
三
四
七
頁
。

（
169
）

同
前
、
三
四
八
頁
。

（
170
）

同
前
、
三
五
一
頁
。

（
171
）

同
前
、
三
五
二
頁
。

（
172
）

同
前
、
三
五
二
―
三
五
三
頁
。

（
173
）

同
前
、
三
五
四
―
三
五
五
頁
。

（
174
）

同
前
、
三
五
五
頁
。
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（
175
）

講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
五
年
。

（
176
）

講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
。

（
177
）

末
木
『
日
本
仏
教
史
』、
三
五
七
頁
。

（
178
）

同
前
。

（
179
）

同
前
、
三
五
八
頁
。

（
180
）

同
前
。

（
181
）

同
前
。

（
182
）

同
前
。

（
183
）

同
前
。

（
184
）

同
前
。

（
185
）

弘
文
堂
、
一
九
三
五
年
。

（
186
）

末
木
『
日
本
仏
教
史
』、
三
五
九
頁
。

（
187
）
『
黒
田
俊
雄
著
作
集
』
第
二
巻
、
七
六
頁
。

（
188
）

末
木
『
日
本
仏
教
史
』、
三
五
九
頁
。

（
189
）

同
前
。

（
190
）

同
前
、
三
五
九
―
三
六
〇
頁
。

（
191
）

同
前
、
三
六
〇
頁
。

（
192
）

同
前
。

（
193
）

同
前
、
三
六
一
頁
。

（
194
）

同
前
。

（
195
）

同
前
。
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（
196
）

同
前
、
三
六
一
―
三
六
二
頁
。

（
197
）
『
黒
田
俊
雄
著
作
集
』
第
二
巻
、
所
収
。

（
198
）

同
前
、
四
五
頁
。

（
199
）

同
前
、
四
七
頁
。

（
200
）

同
前
、
四
八
頁
。

（
201
）

同
前
、
四
八
―
四
九
頁
。

（
202
）

同
前
、
四
九
頁
。

（
203
）

同
前
、
五
〇
頁
。

（
204
）

同
前
。

（
205
）

同
前
、
五
一
頁
。

（
206
）

同
前
、
五
三
頁
。

（
207
）

同
前
。

（
208
）

同
前
、
六
〇
頁
。

（
209
）

同
前
。

（
210
）

同
前
、
六
〇
―
六
一
頁
。

（
211
）

同
前
、
六
二
頁
。

（
212
）

同
前
。

（
213
）

同
前
、
六
三
頁
。
な
お
文
中
引
用
は
、
大
屋
徳
城
「
平
安
期
に
於
け
る
三
大
勢
力
の
抗
争
と
調
和
」（『
日
本
仏
教
史
の
研
究
』
二
、

一
九
二
九
年
）
に
よ
る
。

（
214
）

同
前
、
六
五
頁
。

（
215
）

同
前
。
な
お
文
中
引
用
は
、
島
地
大
等
『
天
台
教
学
史
』（
現
代
仏
教
名
著
全
集
、
第
九
巻
、
一
九
六
四
年
）、
三
八
三
頁
、
に
よ
る
。
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（
216
）

同
前
。

（
217
）

同
前
、
六
六
頁
。

（
218
）

同
前
。

（
219
）

同
前
。

（
220
）

同
前
、
六
七
―
六
八
頁
。

（
221
）

同
前
、
七
五
頁
。

（
222
）

同
前
。

（
223
）

同
前
、
七
五
―
七
六
頁
。

（
224
）

同
前
、
七
六
頁
。

（
225
）

同
前
、
七
八
―
七
九
頁
。

（
226
）

眼
、
耳
、
鼻
、
舌
、
身
、
意
の
六
つ
の
感
覚
器
官
が
清
浄
と
な
る
こ
と
。『
法
華
経
』
に
由
来
し
、
修
験
道
に
お
い
て
唱
え
ら
れ
る
。

（
227
）

竹
村
牧
男
『
イ
ン
ド
仏
教
の
歴
史

「
覚
り
」
と
「
空
」

』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
、
一
七
〇
頁
。

（
228
）

同
前
。

（
229
）

末
木
『
日
本
仏
教
史
』、
九
五
頁
。

（
230
）

同
前
、
九
八
頁
。

（
231
）

同
前
。

（
232
）

同
前
、
九
九
頁
。

（
233
）

同
前
。

（
234
）

同
前
、
一
〇
三
頁
。

（
235
）
『
黒
田
俊
雄
著
作
集
』
第
二
巻
、
六
〇
頁
。

（
236
）

末
木
『
日
本
仏
教
史
』、
一
五
八
頁
。
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（
237
）

同
前
、
一
七
八
―
一
七
九
頁
。

（
238
）

立
川
武
蔵
『
空
の
思
想
史
』、
七
七
―
七
八
頁
。

（
239
）

末
木
『
日
本
仏
教
史
』、
一
〇
五
―
一
〇
六
頁
。

（
240
）

立
川
武
蔵
、
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
五
年
。

（
241
）

立
川
武
蔵
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
。

（
242
）

同
前
、
二
七
二
頁
。

（
243
）

立
川
『
日
本
仏
教
の
思
想
』、
一
〇
―
一
一
頁
。

（
244
）

同
前
、
二
七
頁
。

（
245
）

同
前
、
二
八
頁
。

（
246
）

同
前
、
二
七
頁
。

（
247
）

同
前
、
七
七
頁
。

（
248
）

同
前
、
七
八
頁
。

（
249
）

同
前
、
八
〇
頁
。

（
250
）

同
前
。

（
251
）

同
前
。

（
252
）

同
前
、
八
八
―
八
九
頁
。

（
253
）

同
前
、
八
九
頁
。

（
254
）

立
川
『
空
の
思
想
史
』、
二
七
二
―
二
七
三
頁
。

（
255
）

末
木
『
日
本
仏
教
史
』、
三
四
七
頁
。

（
256
）

立
川
『
日
本
仏
教
の
思
想
』、
二
七
頁
。

（
257
）

同
前
。
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（
258
）

同
前
、
九
〇
頁
。
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