
書

評

評書

伊
藤
唯
真
著

『
浄
土
宗
の
成
立
と
展
開
』

平

雅
　
　
行

　
戦
後
、
親
鷲
を
中
核
と
す
る
頂
点
的
思
想
家
研
究
が
盛
行
し
て
以
降
、
中

世
思
想
史
研
究
は
長
い
混
迷
の
中
に
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
混
迷
の
中
で

も
着
実
な
成
梨
を
あ
げ
て
き
た
の
が
聖
研
究
者
で
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
本
書

は
そ
の
聖
研
究
や
仏
教
民
俗
学
の
領
域
で
、
地
道
だ
が
十
分
な
実
証
を
踏
ま

え
た
堅
実
な
成
果
を
瞬
け
に
さ
れ
て
き
た
伊
藤
氏
が
、
聖
仏
教
史
と
い
う
視

角
か
ら
浄
土
宗
の
成
立
・
展
開
過
程
の
全
貌
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、

又
聖
と
い
う
「
基
層
仏
教
」
か
ら
法
然
と
い
う
「
表
層
仏
教
」
に
至
る
全

体
的
構
図
を
描
い
て
み
せ
た
も
の
で
あ
る
。
既
発
蓑
論
文
が
ほ
と
ん
ど
だ
が

（
遺
憾
な
こ
と
に
初
出
一
覧
が
な
い
）
、
入
手
し
に
く
い
も
の
が
多
か
っ
た
だ

け
に
本
書
の
刊
行
を
待
ち
望
ん
で
い
た
者
は
私
一
人
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
ま
ず
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
な
が
ら
簡
単
に
内
容
を
紹
介

し
、
次
い
で
全
体
的
な
問
題
点
に
論
及
し
た
い
。

二

　
序
説
で
は
研
究
視
角
が
提
示
さ
れ
、
宗
派
の
成
立
に
は
、
①
開
創
巻
の
回

心
（
開
宗
）
、
②
客
観
化
さ
れ
た
教
説
（
立
教
）
、
③
道
俗
の
信
者
集
団
（
結

衆
）
の
三
要
素
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
開
宗
を
め
ぐ
る
従
来
の
論
争
が
、
と
も
す
れ
ば
回
心
と
は
何
か
、
開
宗
と

は
何
か
、
と
い
っ
た
煩
雑
な
議
論
に
陥
り
が
ち
だ
っ
た
の
に
対
し
、
著
老
は

そ
れ
を
避
け
、
む
し
ろ
回
心
・
立
教
・
結
衆
の
過
程
と
連
関
を
具
体
的
に
跡

づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
硬
直
化
し
つ
つ
あ
る
開
宗
論
争
を
顧
み

れ
ば
、
今
後
も
こ
の
様
な
具
体
的
作
業
の
積
み
重
ね
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。

又
第
三
点
を
滋
入
し
て
い
る
点
に
氏
の
方
法
の
独
自
性
が
あ
り
、
聖
仏
教
史

と
い
う
氏
の
研
究
視
角
へ
と
連
な
っ
て
い
る
。

　
　
第
一
章
　
法
然
の
立
野
と
比
叡
下
山

　
法
然
は
往
生
要
集
を
媒
介
と
し
て
善
導
に
帰
向
し
、
四
三
歳
の
聴
、
回
心

し
下
山
し
た
。
し
か
し
下
山
は
教
化
の
為
で
も
天
台
教
団
と
の
訣
別
の
為
で

も
な
く
、
専
修
の
念
仏
行
を
行
な
い
三
昧
発
得
に
達
し
て
い
た
遊
蓮
房
円
照

と
会
い
、
但
念
仏
の
自
内
証
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
為
で
あ
っ
た
。
　
「
浄

土
宗
」
概
念
の
成
立
は
、
通
説
の
よ
う
に
四
三
歳
の
回
心
時
で
は
な
く
、
三

部
経
大
意
撰
述
前
i
承
安
五
年
後
十
年
以
内
i
で
あ
り
、
本
願
念
仏
説

に
立
っ
て
「
浄
土
宗
」
を
定
立
し
た
こ
の
時
期
を
第
一
次
の
思
想
成
熟
と
す

る
。

　
響
岩
房
円
照
に
光
を
あ
て
た
こ
と
は
著
者
の
大
き
な
成
果
の
一
つ
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
下
山
問
題
は
新
た
な
研
究
段
階
に
入
っ
た
と
言
え
よ
う
。
但

し
四
種
の
往
生
要
集
末
書
を
す
べ
て
回
心
以
前
の
も
の
と
し
て
一
抵
し
て
取

扱
う
の
は
、
末
木
文
美
士
氏
の
成
果
が
公
け
に
さ
れ
た
現
時
点
か
ら
み
れ
ば
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①

危
う
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
又
開
創
者
の
回
心
を
開
宗
と
言
い
換
え
て

い
る
が
、
　
「
浄
土
宗
」
概
念
の
成
立
を
回
心
時
に
求
め
て
い
な
い
以
上
、
語

の
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
。
回
心
は
回
心
で
い
い
の
で
あ
り
、
開
宗
概
念
を

持
ち
出
す
必
要
は
な
い
と
思
う
。

　
　
第
二
童
・
法
然
の
思
想
進
展
と
浄
土
宗
（
法
然
教
団
）
の
発
達

　
文
治
・
建
久
頃
、
選
択
本
願
念
仏
義
が
成
立
し
第
二
の
思
想
成
熟
を
迎
え

た
。
選
択
義
に
は
変
革
の
時
代
に
苦
悩
す
る
端
々
へ
の
宗
数
的
使
命
観
が
窺

え
、
そ
れ
が
専
修
念
仏
の
社
会
的
弘
通
を
促
し
て
教
団
と
し
て
の
浄
土
宗
が

形
成
さ
れ
た
。
教
國
は
法
然
・
融
着
を
中
心
と
し
、
周
辺
部
に
法
然
と
接
触

を
保
っ
た
聖
心
念
仏
上
人
が
余
党
を
擁
し
て
位
澱
す
る
と
い
う
拡
散
的
構
造

を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
法
然
教
団
は
聖
集
団
と
み
て
よ
い
。
田
村
圓

澄
氏
は
三
昧
発
得
を
否
定
し
た
が
、
事
実
と
す
べ
き
で
、
三
昧
発
得
の
体
験

に
裏
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
然
は
無
観
称
名
の
念
仏
三
昧
に
徹
し
、

一
枚
起
請
文
の
思
想
に
到
達
し
た
。

　
氏
は
専
修
念
仏
の
普
及
や
異
義
発
生
の
原
因
を
教
団
の
拡
散
的
構
造
に
求

め
、
そ
れ
が
氏
の
分
析
の
一
つ
の
核
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
す
べ

て
解
決
す
る
と
は
思
え
な
い
。
激
義
や
民
衆
の
イ
デ
ナ
ロ
ギ
ー
的
要
求
を
も

踏
ま
え
た
多
面
的
な
立
論
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
第
三
章
　
法
然
減
上
に
お
け
る
浄
土
宗
教
団
の
様
相

　
第
一
節
で
は
従
来
、
隠
遁
を
好
ん
だ
と
さ
れ
て
き
た
勢
観
早
期
智
に
つ
い

て
、
新
出
史
料
た
る
玉
桂
寺
阿
弥
陀
仏
像
胎
内
文
書
を
分
析
し
て
勧
進
聖
と

し
て
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
本
史
料
が
　
臼
も
畢
く
全
面
紹
介
さ

れ
る
こ
と
を
希
望
し
た
い
。
第
二
節
で
は
専
修
念
仏
が
多
党
化
し
つ
つ
全
圏

化
し
た
建
保
・
延
応
期
を
と
り
あ
げ
受
容
層
を
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
受

容
層
は
多
面
的
で
あ
っ
た
と
し
、
田
村
氏
が
否
定
し
た
貴
族
層
に
つ
い
て
も
、

彼
等
は
専
修
念
仏
僧
を
能
声
の
輩
と
し
て
愛
好
し
庇
護
し
た
と
さ
れ
る
。
第

三
節
で
は
平
戸
記
を
素
材
に
、
嘉
禄
法
難
後
の
洛
中
の
専
修
念
仏
僧
の
動
態

を
見
事
に
復
元
し
て
い
る
。
そ
し
て
平
経
高
は
能
声
の
輩
を
恒
例
念
仏
衆
と

し
た
が
、
そ
こ
に
は
専
修
念
仏
の
流
れ
を
く
む
者
も
多
く
、
西
山
派
的
色
彩

が
濃
い
、
彼
等
は
こ
う
し
て
貴
族
的
天
台
的
念
仏
教
団
へ
と
流
入
し
て
い
っ

た
、
と
結
論
さ
れ
る
。
着
実
な
実
証
を
踏
ま
え
た
本
節
は
、
遊
蓮
蕩
円
照
や

明
遍
の
分
析
な
ど
と
共
に
本
書
の
中
で
も
最
も
精
彩
あ
ふ
れ
る
暴
論
と
言
っ

て
よ
い
。
又
そ
の
結
論
も
示
唆
に
富
ん
で
い
よ
う
。

　
　
第
四
章
　
念
仏
聖
像
成
立
の
出
撃
史
的
背
景

　
本
章
は
各
種
法
然
伝
の
成
立
事
情
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
然
櫓
落

の
教
団
の
動
態
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
伝
記

史
料
の
分
析
方
法
は
興
味
深
い
。
第
一
節
で
は
知
恩
講
私
記
が
と
り
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。
三
韓
聖
人
私
日
記
が
法
然
を
翌
道
学
的
立
場
で
描
い
て
い
る
の

に
対
し
私
記
は
浄
土
門
的
立
場
で
描
い
て
お
り
、
そ
の
成
立
は
建
保
半
ば
以

降
、
嘉
禄
法
難
以
前
で
隆
寛
の
作
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
但
し
嘉

禄
法
難
の
直
接
原
因
は
定
照
・
隆
寛
の
論
争
だ
が
真
の
原
因
は
法
然
廟
の
繁

轟
に
あ
り
と
す
る
（
二
二
〇
頁
）
の
は
、
柳
か
教
団
史
的
発
想
に
偏
し
た
見

解
で
は
あ
る
ま
い
か
。
又
選
択
要
決
を
源
智
の
著
と
さ
れ
る
（
二
〇
四
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
な
ら
、
田
中
智
幽
棲
紹
介
本
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
が
望
ま
れ
る
。
第
二
節

で
は
聖
覚
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
彼
が
教
団
外
に
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
然

伝
で
教
団
の
重
鎮
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
囑
導
念
仏
巻
の
教
団
内
へ

の
流
入
が
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
但
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
聖
覚
を
中
心

メ
ソ
バ
！
と
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
顕
密
仏
教
と
の
宥
和
を
企
図
し
た
も
の
と

解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
又
聖
職
が
教
団
と
距
離
を
置
い
て
い
た
こ

と
を
論
証
さ
れ
る
の
に
三
長
記
、
建
永
元
年
六
月
一
五
日
条
を
持
ち
出
さ
れ
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評隠

る
（
二
四
四
頁
）
の
は
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
の
立
論
に
と
っ

て
よ
り
適
切
と
思
わ
れ
る
金
綱
集
の
史
料
を
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
若
し
理

由
が
あ
る
な
ら
コ
メ
ン
ト
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
三
節
で
は
史
料
を

博
捜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
遍
の
姿
を
復
元
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
と
法
然

伝
明
遍
像
と
の
落
差
の
原
因
を
明
母
系
念
仏
聖
の
活
動
に
求
め
て
い
る
。
光

明
山
籠
居
・
高
野
山
隠
遁
の
原
因
を
そ
れ
ぞ
れ
師
敏
覚
の
東
大
寺
で
の
失
脚

・
勝
覚
の
高
野
籠
居
に
求
め
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

　
　
第
五
章
　
開
創
期
浄
土
宗
の
思
想
動
向

　
第
一
節
で
は
一
念
派
の
思
想
と
行
動
を
教
導
史
的
視
角
か
ら
分
析
し
（
こ

の
点
後
述
）
、
第
二
節
で
は
法
然
の
三
昧
発
得
に
よ
っ
て
成
立
し
た
善
導
信

仰
の
展
開
の
諸
相
が
描
か
れ
、
第
三
節
で
は
信
瑞
の
広
疑
瑞
決
集
を
主
な
素

材
と
し
な
が
ら
、
専
修
念
仏
に
於
け
る
粗
紙
観
の
展
開
及
び
仏
教
異
事
民
思

想
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
但
し
専
修
念
仏
の
神
祇
観
が
不
覚
か
ら
融

和
へ
と
転
換
し
た
理
由
を
、
神
仏
習
合
と
い
う
「
伝
統
的
な
精
神
土
壌
」
の

存
在
に
求
め
ら
れ
る
の
は
聯
か
超
歴
史
的
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
こ
の
伝
統
的
な
精
神
土
壌
に
立
脚
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
教
化
と
い
う
宗

教
的
実
践
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
」
（
三
五
四
頁
）
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
な

ら
神
舐
不
拝
の
教
化
は
何
故
に
成
り
立
ち
得
た
の
か
。
　
「
神
明
侮
蔑
」
が
法

然
等
の
教
説
の
曲
解
に
由
来
す
る
と
さ
れ
、
今
又
、
民
衆
の
「
精
神
土
壌
」

と
も
背
反
す
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
、
神
紙
不
拝
の
成
立
根
拠
を
ど

こ
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
は
そ
こ
で
神
舐
不
拝
を
階
級
矛
盾

の
表
現
と
掘
え
る
社
会
論
的
視
角
に
言
及
さ
れ
て
い
る
が
　
（
三
四
七
頁
）
、

こ
れ
と
「
伝
統
的
な
精
神
土
壌
云
々
」
と
い
う
氏
の
立
論
と
が
矛
盾
な
く
調

和
し
う
る
と
は
思
え
な
い
。
又
「
神
明
侮
蔑
」
を
主
導
し
た
と
さ
れ
る
一
念

派
が
勢
力
を
扶
植
し
え
た
理
由
も
、
転
義
の
正
統
性
へ
の
確
信
と
組
織
化
へ

の
努
力
と
い
っ
た
一
般
論
に
求
め
ら
れ
る
だ
け
で
は

分
な
解
答
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

（
三
〇
四
頁
以
下
）
十

　
以
上
、
粗
雑
な
が
ら
本
書
の
内
容
紹
介
に
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
き

た
が
、
次
に
本
書
の
主
要
な
問
題
恵
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
へ

　
ま
ず
第
一
に
、
本
書
で
の
氏
の
視
角
が
浄
土
宗
乃
至
浄
土
教
に
限
定
さ
れ

て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
そ
の
為
に
専
修
念
仏
の
中
世
仏
教
総
体
の
中
で
の

位
羅
や
中
世
社
会
の
中
で
の
位
置
が
、
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

「
門
徒
同
法
が
道
俗
と
直
結
し
、
社
会
面
な
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
集
団
で
あ
っ

た
こ
と
に
、
念
仏
宗
と
他
と
の
根
本
的
な
相
違
の
一
つ
が
あ
る
」
　
（
一
一
四

頁
）
と
言
わ
れ
る
が
、
他
宗
派
の
組
織
形
態
と
の
具
体
的
な
比
較
が
成
さ
れ

な
い
限
り
説
得
力
に
欠
け
よ
う
。
顕
密
教
団
は
果
た
し
て
社
会
的
な
ひ
ろ
が

り
を
も
っ
こ
と
な
し
に
存
続
し
得
た
の
か
。
最
近
の
寺
院
史
研
究
が
開
ら
か

に
し
て
い
る
在
地
領
主
・
百
姓
層
の
寿
院
内
へ
の
流
入
や
寺
社
に
よ
る
様
々

な
入
民
編
成
の
存
在
を
、
氏
は
ど
う
位
置
づ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、

氏
の
視
角
に
よ
り
密
着
し
た
形
で
点
間
を
呈
す
る
な
ら
、
抑
も
浄
土
宗
教
団

　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ね
　
　
マ
　
　
へ

に
流
入
し
な
か
っ
た
〈
聖
の
大
河
〉
は
ど
こ
に
流
れ
て
い
っ
た
の
か
。
重
源

や
貞
慶
の
周
辺
に
い
た
勧
進
聖
と
浄
土
宗
に
流
入
し
た
念
仏
聖
と
の
性
格
の

差
異
が
対
象
化
さ
れ
な
い
限
り
、
法
然
教
団
を
翌
集
団
と
す
る
氏
の
主
張
も
、

聖
仏
教
史
と
い
う
氏
の
研
究
視
角
も
完
結
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
第
二
の
問
題
と
し
て
、
法
然
教
学
や
一
念
義
の
思
想
的
輪
郭
が
必
ず
し
も

明
快
と
は
言
え
な
い
様
に
思
う
。
例
え
ば
氏
は
選
択
本
願
念
仏
説
の
成
立
を

以
て
法
然
の
第
二
次
の
思
想
成
熟
と
さ
れ
る
が
、
本
願
義
と
選
択
義
が
ど
う

違
う
の
か
が
不
明
確
で
あ
る
。
私
は
本
願
念
仏
説
を
「
弥
陀
の
本
願
故
、
称
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名
念
仏
だ
け
で
往
生
で
き
る
」
と
解
し
、
選
択
本
願
念
仏
説
を
「
称
名
は
弥

陀
の
選
択
し
た
唯
一
の
往
生
業
故
、
称
名
念
仏
以
外
で
は
往
生
で
き
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
解
し
て
い
る
が
、
私
見
の
当
否
は
と
も
か
く
、
私
に
は
氏
が
両
者
の
質
的

へ
　
　
へ

な
差
を
ど
う
押
さ
え
て
い
る
の
か
、
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
又

氏
が
難
易
義
や
称
名
勝
行
説
に
触
れ
ら
れ
な
が
ら
、
最
後
ま
で
選
択
義
の
根

幹
た
る
念
仏
の
撰
択
主
体
の
転
換
の
事
実
に
論
及
さ
れ
な
い
の
も
不
満
が
残

る
。
結
局
、
伊
藤
氏
が
法
然
教
騒
の
多
面
的
な
様
相
を
ビ
ビ
ッ
ド
に
描
い
て

い
る
の
に
対
し
、
法
然
教
学
の
輪
郭
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
の
は
、
氏
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
、
、
、

選
択
本
願
念
仏
説
を
対
象
化
し
て
い
な
い
為
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
「
ま
す
ま

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

す
専
修
の
一
行
を
強
調
し
た
」
（
九
九
頁
）
・
念
仏
三
昧
が
コ
段
と
強
調
さ

れ
て
い
る
〕
（
七
七
頁
）
・
思
想
信
仰
の
「
円
熱
し
（
一
〇
九
・
一
一
＝
貝
）

と
い
っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
に
氏
が
頼
ら
れ
る
の
は
、
氏
の
描
く
法
然
教
学
が
本

願
念
仏
説
に
終
始
し
た
結
果
、
質
的
差
異
と
し
て
肥
え
る
べ
き
段
階
差
を
量

的
表
現
で
糊
塗
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
為
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
う
し
た
法
然
教
学
の
不
鮮
明
さ
は
更
に
、
　
「
専
修
念
仏
」
概
念
を
曖
昧

な
も
の
に
し
て
い
る
。
嵯
峨
念
仏
房
に
法
然
の
影
響
が
あ
る
と
す
る
（
八
八

頁
）
　
一
方
で
は
天
台
系
念
仏
者
と
し
た
り
（
二
三
七
頁
）
、
平
素
高
を
専
修

念
仏
姦
と
す
る
（
一
七
五
・
一
八
二
・
三
三
二
頁
）
一
方
で
、
天
台
流
の
浄

土
願
生
者
（
一
八
○
頁
）
・
前
代
浄
土
教
の
残
津
を
帯
び
て
い
る
（
一
八
二

頁
）
と
評
さ
れ
る
の
は
そ
の
証
左
で
あ
る
。
専
修
念
仏
と
諸
宗
浄
土
教
と
の

差
を
思
想
・
世
界
観
の
対
立
と
し
て
で
は
な
く
、
行
儀
行
法
の
差
と
し
て
押

さ
え
よ
う
と
す
る
為
に
、
こ
う
し
た
混
乱
が
起
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

聖
の
社
会
的
存
在
形
態
か
ら
専
修
念
仏
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
ょ
う
と
す
る
論
者

は
お
し
な
べ
て
、
専
修
念
仏
と
諸
宗
浄
土
教
と
を
断
絶
よ
り
も
連
続
と
し
て

把
え
る
傾
向
が
あ
る
様
に
思
え
る
。
し
か
し
法
然
は
「
余
論
ハ
シ
ツ
ヘ
ケ
レ

ト
モ
、
セ
ス
ト
思
ハ
専
修
心
也
、
輝
北
目
出
タ
ケ
レ
ト
モ
、
身
ニ
カ
ナ
ハ
子

ハ
、
エ
セ
ス
ト
思
ハ
、
修
セ
子
ト
モ
雑
野
心
也
」
　
（
鋸
法
四
五
〇
頁
）
と
語

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
法
然
が
語
る
専
修
と
雑
修
と
の
差
異
と
は
、
諸

行
を
否
定
し
て
念
仏
を
専
修
す
る
の
か
、
諸
行
を
肯
定
し
て
念
仏
を
専
修
す

る
の
か
に
あ
る
の
で
あ
る
。
要
は
内
面
・
思
想
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
念
仏

一
行
専
修
と
い
う
身
体
的
行
為
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
身
体
的
行
為
を
い
く

ら
追
求
し
て
み
て
も
、
こ
の
様
な
専
修
・
雑
修
観
の
差
異
を
捕
捉
す
る
こ
と

は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
以
上
、
墾
の
社
会
的
存
在
形
態
か
ら
の
分

析
は
、
方
法
論
上
、
大
き
な
限
界
が
あ
る
と
喪
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
、
元
来
「
基
層
仏
教
」
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
す
る
伊
藤
氏
が
、
本

書
で
教
義
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
立
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
敬
意
に
値
し
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
教
義
分
析
に
関
し
て
は
、
伊
藤
氏
な
り
の
薪
た
な
論
点
が
あ

ま
り
提
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
私
に
は
残
念
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
伊
藤
氏
の
分
析
の
弱
点
が
最
も
露
呈
し
て
い
る
の
が
、
一
念
派

を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
伊
藤
氏
は
一
念
派
を
法
然
更
に
は
幸
西
の

思
想
の
「
曲
解
誇
張
」
と
さ
れ
、
　
「
愚
昧
」
の
念
仏
聖
の
「
妄
語
」
や
「
モ

ノ
マ
ニ
ア
的
な
行
動
」
が
顕
密
仏
教
の
指
弾
を
招
い
た
原
因
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
弁
明
す
べ
き
言
葉
を
奪
わ
れ
た
無
名
の
念
仏
者
達
を

邪
悪
制
し
、
罪
を
彼
等
に
押
し
つ
け
た
と
こ
ろ
で
問
題
の
解
決
に
は
な
る
ま

い
。
こ
こ
で
は
視
座
の
据
え
方
が
根
本
的
に
倒
錯
し
て
い
る
様
に
思
う
。
必

要
な
こ
と
は
、
そ
う
し
た
行
動
の
起
こ
っ
た
社
会
的
な
必
然
性
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
選
言
仏
教
や
濫
行
派
は
も
と
よ
り
、
法
然
・
親
鷺
か

ら
さ
え
も
批
判
さ
れ
た
無
名
の
念
仏
者
・
民
衆
の
視
座
か
ら
、
批
判
者
の
思

想
の
有
効
性
を
一
つ
一
つ
再
点
検
し
て
ゆ
く
作
業
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

法
然
等
に
先
験
的
に
価
値
基
準
を
点
き
、
彼
等
の
教
学
を
理
解
出
来
な
か
っ
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評ζ氏

肩

た
聖
や
民
衆
の
頭
の
悪
さ
・
行
動
の
邪
悪
さ
を
云
々
す
る
こ
と
に
、
歴
史
学

の
課
題
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

　
伊
藤
茂
が
こ
う
し
た
議
論
に
落
着
し
て
い
っ
た
原
因
は
、
　
一
つ
は
氏
が
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

念
義
の
思
想
を
対
象
化
し
得
て
い
な
い
こ
と
に
あ
り
、
も
う
一
つ
は
氏
が
民

へ
　
　
へ

衆
の
社
会
的
存
在
形
態
に
対
し
、
必
ず
し
も
十
全
な
配
慮
を
示
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
に
あ
ろ
う
。

　
伊
藤
氏
は
幸
西
教
学
の
特
徴
を
心
念
の
強
調
・
本
願
の
絶
対
愚
依
・
儒
決

定
後
の
多
念
の
否
定
と
し
て
概
括
し
、
理
に
於
い
て
は
法
然
教
学
と
抵
触
し

な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
十
分
と
は
言
え
ま
い
。
必
要
な
こ
と
は
一
念

義
の
論
理
構
成
・
思
想
的
モ
チ
…
フ
を
明
か
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
幸

西
激
学
の
形
式
的
特
徴
や
法
然
教
学
と
の
異
同
に
論
及
す
る
こ
と
で
代
替
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
誤
解
を
恐
れ
ず
敢
え
て
単
純
化
し
て
言
う

な
ら
、
一
念
義
と
は
、
法
然
が
発
見
し
諸
行
と
称
名
の
間
で
適
用
し
た
原
理

一
つ
ま
り
一
般
に
最
も
低
劣
だ
と
見
残
さ
れ
て
い
る
も
の
を
唯
一
の
往
生

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

行
と
す
れ
ば
、
此
岸
の
宗
室
的
能
力
の
平
等
を
主
張
し
得
る
と
い
う
原
理
を
、

一
念
多
念
の
間
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
｝
念
尚
爾
（
往
生
－
註
）
、

況
十
念
乎
」
（
往
生
捻
關
）
の
如
き
念
仏
善
根
観
を
解
体
し
、
此
岸
の
平
等
を
完
遂

し
て
顕
露
仏
教
と
全
面
的
に
逆
立
・
背
反
す
る
宗
教
的
世
界
像
を
構
築
す
る

に
至
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
黒
田
俊
雄
氏
等
が
明
か
し
て
い

る
様
に
、
中
世
圏
家
の
妥
当
性
を
根
底
で
支
え
る
も
の
が
顕
密
仏
教
で
あ
る

こ
と
、
又
中
世
国
家
の
租
税
や
荘
園
領
主
の
収
奪
す
る
年
貢
隠
裏
に
し
ば
し

ば
宗
教
的
意
味
が
刻
印
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
当
該
社
会
に
お
け
る
経

済
外
強
制
が
宗
教
的
糟
貌
を
ま
と
う
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
た
こ
と

こ
そ
が
、
専
修
念
仏
や
一
念
義
を
「
旧
仏
教
」
で
は
な
く
中
世
国
家
が
弾
圧

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
根
本
的
理
由
で
は
あ
る
ま
い
か
。
一
念
か
多
念

か
・
自
力
念
仏
か
他
力
念
仏
か
・
誓
願
不
思
議
を
信
ず
る
の
か
名
号
不
思
議

を
信
ず
る
の
か
、
現
在
の
我
々
に
は
も
は
や
、
こ
の
論
争
に
賭
け
た
イ
ン
テ

リ
ゲ
ン
チ
ャ
達
の
情
熱
の
所
在
を
直
接
感
受
す
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
私
達
は
そ
の
論
争
の
内
容
を
復
元
し
、

そ
れ
が
当
時
の
歴
史
的
現
実
に
対
し
ど
の
様
に
ア
ソ
ガ
ー
ジ
ュ
し
ょ
う
と
し

た
も
の
な
の
か
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
で
な
い
限
り
一
念

義
研
究
の
前
進
は
望
め
ま
い
。

　
又
一
念
派
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
す
る
限
り
、
伊
藤
残
の
史
料
批
判
も
決
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
十
分
と
は
言
え
な
い
。
氏
は
一
念
派
が
「
既
成
概
念
か
ら
す
る
と
反
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
に
み
ら
れ
る
思
想
と
行
動
」
を
と
っ
た
（
＝
二
二
頁
）
・
「
山
門
の
立
場
か

う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
み
て
の
『
一
向
専
修
悪
行
』
」
が
あ
っ
た
（
一
五
八
頁
）
と
述
べ
ら
れ
る

が
、
具
体
的
な
史
料
操
作
を
見
る
限
り
、
批
判
者
の
主
張
を
十
分
相
対
化
し

て
い
る
と
は
言
え
ず
、
し
ば
し
ば
批
判
者
の
日
吻
と
氏
の
叙
述
態
度
と
が
重

な
り
あ
っ
て
い
る
様
に
思
え
る
。
神
紙
不
拝
を
以
て
社
会
道
徳
に
向
背
す
る

不
善
の
行
為
と
さ
れ
る
（
＝
一
六
・
一
六
八
・
三
四
二
頁
）
な
ど
は
そ
の
典

型
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
専
往
が
荘
園
領
主
で
あ
り
、
年
貢
未
進
者
へ
の
呪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

咀
や
注
連
縄
・
神
木
が
民
衆
支
配
．
の
暴
力
装
置
と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
た
事

実
な
ど
は
全
く
忘
失
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
氏
が
聖
の
社
会
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

存
在
形
態
に
関
心
は
払
わ
れ
て
も
罠
衆
の
歴
史
的
存
在
形
態
に
対
す
る
関
心

が
稀
薄
な
こ
と
に
起
因
し
て
い
よ
う
。

　
確
か
に
伊
藤
氏
は
「
荘
園
領
主
に
対
す
る
年
貢
な
ど
の
対
中
も
、
弥
陀
の

光
輪
を
蒙
る
念
仏
者
は
、
い
か
な
る
罪
業
を
犯
し
て
も
、
必
ず
救
済
さ
れ
る

と
の
確
信
に
支
え
ら
れ
て
い
た
し
　
（
三
四
七
頁
）
と
、
正
当
な
指
摘
を
さ
れ

て
い
る
。
氏
が
何
故
こ
の
視
角
を
一
念
派
分
析
の
毒
煙
に
据
え
ら
れ
な
か
っ

た
の
か
、
私
は
残
念
で
な
ら
な
い
。
そ
し
て
伊
藤
氏
が
専
修
念
仏
・
一
念
派
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鋤
判
の
言
辞
を
相
対
化
・
客
観
化
で
き
な
い
時
、
弾
圧
原
因
は
不
可
避
的
に

批
判
者
以
外
の
な
に
も
の
か
に
求
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
う
し

て
弾
圧
原
因
は
思
想
よ
り
は
行
動
へ
、
法
然
よ
り
は
「
愚
昧
」
の
念
仏
璽
に

求
め
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
若
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

数
あ
る
墾
の
中
で
何
故
一
念
派
の
聖
に
の
み
「
反
社
会
的
行
動
」
が
頻
出
し

た
の
か
。
或
い
は
選
択
集
披
読
以
前
に
は
法
然
に
好
意
を
寄
せ
て
い
た
明
恵

が
、
読
了
後
、
法
然
を
「
悪
魔
之
使
」
（
握
邪
輪
、
巻
上
）
と
ま
で
痛
罵
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
は
何
故
な
の
か
。
伊
藤
氏
が
本
書
で
、
専
修
念
仏
や
一
念

派
批
判
の
史
料
を
多
用
さ
れ
な
が
ら
、
法
然
教
学
そ
の
も
の
へ
の
批
判
者
た

る
痴
愚
に
何
ら
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
の
は
、
賜
ら
か
に
片
手
落
ち
な
議
論
で

あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
こ
う
し
て
一
念
派
を
め
ぐ
る
氏
の
問
題
点
を
さ
ぐ
っ
て
ゆ
く
限
り
、
私
は

そ
れ
を
教
団
史
的
視
角
か
ら
分
析
し
よ
う
と
す
る
氏
の
方
法
の
有
効
性
に
つ

い
て
懐
疑
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
私
達
に
、
氏
の
方
法
と

は
逆
に
、
弾
圧
原
因
を
行
動
よ
り
は
思
想
に
、
念
仏
聖
よ
り
は
法
然
教
学
そ

の
も
の
の
中
に
求
め
て
ゆ
く
作
業
の
必
要
性
を
提
起
し
て
い
る
様
に
思
え
る
。

四

　
学
問
の
発
展
は
、
一
つ
の
方
法
論
の
有
効
性
を
最
大
限
に
ま
で
追
求
す
る

こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
鮮
明
化
さ
れ
た
方
法
的
限
界
を
学
界
共

通
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
達
は
初
め
て
新
た
な
研
究
段
階
へ
と

到
達
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
頂
点
的
思
想
家
－
聖
…
民
衆
と
い
う
系
列
を
想

定
で
き
る
と
す
れ
ば
、
私
は
本
書
に
於
け
る
教
学
分
析
の
不
透
明
さ
と
民
衆

の
お
か
れ
た
社
会
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
状
況
へ
の
関
心
の
薄
さ
に
不
満
が
あ
る
。

本
書
は
包
揺
的
叙
述
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
仏
教
史
と
い
う
視
角
か

ら
専
修
念
仏
運
動
を
解
い
て
ゆ
く
こ
と
の
有
効
性
と
限
界
を
、
私
達
の
前
に

指
し
示
し
て
く
れ
た
様
に
思
え
る
。
私
は
読
者
諸
賢
が
一
人
一
人
本
書
と
取

り
く
み
、
そ
の
点
を
自
ら
の
手
で
検
証
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
本
書
は

そ
れ
に
十
分
耐
え
得
る
書
で
あ
る
。
中
世
思
想
史
研
究
は
長
い
間
、
混
迷
の

中
に
あ
っ
た
。
今
の
私
達
に
は
、
厳
し
い
相
互
批
判
に
耐
え
、
方
法
の
練
磨

に
努
力
す
る
以
外
、
混
迷
か
ら
の
脱
脚
は
望
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
極
め
て
主
観
約
な
が
ら
本
書
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
そ

れ
は
し
ば
し
ば
従
来
の
浄
土
激
研
究
一
般
に
対
す
る
私
の
不
満
と
も
重
な
っ

て
い
た
。
そ
の
為
、
本
書
に
対
し
て
過
剰
な
ま
で
に
厳
し
い
批
判
と
な
っ
て

い
な
い
か
恐
れ
る
の
み
で
あ
る
。
浅
学
故
に
、
文
中
お
そ
ら
く
は
誤
解
や
非

礼
の
言
辞
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
著
者
な
ら
び
に
革
嚢
諸
賢
の
御
海
容

を
切
に
乞
う
次
第
で
あ
る
。

　
①
　
末
木
文
美
士
「
初
期
源
空
の
文
献
と
思
想
」
（
南
都
仏
教
三
七
）
。
但
し
末
木
論

　
　
文
で
は
書
誌
学
約
考
察
が
欠
け
て
い
る
。
詳
論
す
る
余
裕
は
な
い
が
往
生
要
求
釈

　
　
『
新
法
全
』
二
　
頁
…
一
行
目
か
ら
二
四
頁
三
行
目
ま
で
は
、
後
世
の
加
筆
増
補

　
　
部
分
で
あ
る
。
又
往
生
要
集
料
簡
『
新
法
全
』
一
工
頁
一
一
行
目
の
「
又
云
扁
以

　
　
下
も
取
扱
い
に
注
意
を
要
す
る
。

　
②
　
田
中
智
肇
「
選
択
要
決
は
朝
日
山
信
寂
房
の
撰
殿
」
　
（
今
岡
教
授
還
麿
記
念
訟
醐

　
　
文
集
、
浄
十
湘
学
五
・
六
）

　
③
氏
が
前
提
し
た
井
上
光
貞
氏
も
同
じ
難
点
を
抱
え
て
い
る
。
こ
の
点
、
智
勇
を

　
　
予
定
し
て
い
る
。
伊
藤
・
井
上
氏
等
が
立
脚
し
て
い
る
二
行
章
を
中
核
と
す
る
選

　
　
択
集
理
解
に
対
し
て
は
、
拙
稿
「
法
然
の
思
想
構
造
と
そ
の
歴
史
的
位
置
」
　
（
日

　
　
本
史
研
究
一
九
八
）
で
批
判
を
試
み
た
。

　
　
　
（
A
5
判
　
三
六
七
頁
　
一
九
八
一
年
六
月
　
吉
川
弘
文
館
　
四
八
○
○
円
）

（
日
本
学
術
振
興
会
奨
励
研
究
貫

4
）
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