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そ
の
対
象
が
主
と
し
て
行
基
や
鑑
歯
固
の
比
較
的

史
料
を
多
く
有
し
て
い
る
有
名
僧
に
限
ら
れ
て
い

た
の
に
対
し
、
著
者
は
、
後
世
の
伝
記
等
の
史
料

を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
の
枠
を
広
げ
ら

れ
、
そ
れ
ま
で
特
に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
僧
に
ま
で
考
察
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
後
世
の
史
料
を
援
用
す
る
場
合
に
最
も
慎
重
さ

を
要
求
さ
れ
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
付
加
さ

れ
た
説
話
的
な
部
分
と
史
実
を
反
映
し
た
部
分
と

を
判
別
す
る
作
業
で
あ
る
。
一
級
史
料
が
数
少
な

い
奈
良
晴
代
の
僧
に
関
し
て
は
、
そ
の
判
別
は
園

難
を
極
め
、
そ
れ
故
に
ど
う
し
て
も
推
論
の
域
を

出
な
い
の
も
余
儀
な
い
こ
と
と
言
え
る
。
し
か
し
、

そ
う
い
っ
た
場
合
に
於
い
て
も
、
著
者
は
緻
密
な

史
料
分
析
に
よ
り
事
実
の
究
明
に
努
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
著
者
の
実
証
的
研
究
の
方
針
は
、

問
題
点
に
対
す
る
着
眼
と
、
背
後
の
社
会
的
情
勢

を
も
加
味
し
た
研
究
の
姿
勢
と
共
に
、
後
学
の
我

々
が
最
も
規
範
と
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意

味
に
お
い
て
、
著
者
の
長
年
に
及
ぶ
研
究
の
成
果

が
集
約
さ
れ
た
本
書
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
誠
に

意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
。
本
書
は
、
今
後
の
古
代

仏
教
史
研
究
の
規
範
書
と
し
て
、
ま
た
新
た
な
研

究
の
出
発
点
と
し
て
不
可
欠
な
一
書
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

（
A
5
物
　
三
〇
三
頁
　
一
九
八
三
年
四
月

吉
川
弘
文
館
　
五
五
〇
〇
円
）

（
本
郷
其
紹
　
京
都
火
学
大
学
院
生
）

翻
賢
二
騨

　
　
『
宗
数
改
革
と
都
市
』

　
本
書
は
解
題
を
テ
…
マ
と
す
る
研
究
会
の
五
年

に
わ
た
る
共
同
研
究
の
成
果
で
あ
る
。
こ
の
「
宗

教
改
革
と
都
市
」
と
い
う
テ
ー
マ
自
体
、
　
「
特
殊

専
門
的
」
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

都
市
の
民
衆
に
担
わ
れ
た
運
動
こ
そ
、
ほ
と
ん
ど

唯
一
の
宗
教
改
革
運
動
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
、

こ
の
表
題
は
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
間
の
事
情
を
、
本
書
は
序
説
と
第
一
章
の

研
究
史
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
ず
序

説
で
は
、
教
会
の
情
況
、
改
革
理
念
、
諸
身
分
の

動
向
が
述
べ
ら
れ
、
宗
教
改
革
時
代
の
ド
イ
ツ
を

傭
繁
し
た
上
で
、
　
「
宗
教
改
革
は
都
市
的
事
件
で

あ
っ
た
」
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　
第
一
章
の
中
村
賢
二
郎
氏
が
執
筆
さ
れ
た
「
研

究
史
」
で
は
、
こ
れ
を
受
け
て
引
き
続
き
研
究
史

の
関
心
が
、
思
想
史
的
研
究
を
別
と
す
れ
ば
、
都

市
宗
教
改
革
史
に
移
行
し
た
経
過
と
、
さ
ら
に
そ

の
研
究
史
に
お
け
る
メ
ラ
…
説
の
意
義
、
そ
し
て

シ
リ
ン
グ
・
ス
ク
リ
ブ
ナ
ー
・
ブ
ラ
デ
ィ
ら
を
中

心
に
最
近
の
動
向
が
紹
介
さ
れ
、
本
書
の
主
題
で

あ
る
宗
教
改
革
の
社
会
学
的
分
析
に
つ
い
て
の
方

向
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
第
二
章
以
下
で
は
南
か
ら
順
に
ド
イ
ツ
の

六
都
市
の
改
革
運
動
が
分
析
さ
れ
る
。

　
ま
ず
森
田
安
一
氏
に
よ
っ
て
コ
ソ
ス
タ
ソ
ツ
の

ケ
ー
ス
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
都
甫
で
は
民
主

的
体
制
（
ツ
ン
フ
ト
支
配
）
が
成
立
し
て
い
た
結

果
、
改
革
運
動
と
民
主
化
運
動
の
結
合
が
見
ら
れ

な
い
点
に
特
微
が
あ
り
、
改
革
は
公
開
討
論
会
を

通
じ
て
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
方
式
の
持
つ
性
格
と

機
能
が
分
析
さ
れ
、
と
り
わ
け
世
論
形
成
と
い
う

点
で
ゲ
ノ
ッ
セ
ソ
シ
ャ
フ
ト
的
性
格
の
強
い
都
市

の
改
革
運
動
に
有
効
な
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
章
は
前
腎
良
爾
氏
に
よ
る
メ
ミ
ソ
ゲ
ソ
の

考
察
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ブ
リ
ッ
ク
レ
の
説
を
受

け
て
、
宗
教
改
革
と
農
民
戦
争
、
都
市
と
農
村
の

関
連
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
こ
の
都
市
は
ツ
ン
フ
ト
支
配
体
制
で
あ
る

が
、
実
質
的
に
門
閥
が
支
配
し
て
い
た
こ
と
、
施

療
院
領
を
中
心
に
都
市
領
邦
が
形
成
さ
れ
た
が
、

そ
こ
で
も
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
角
治
が
展
開

し
て
い
た
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
各
階
層
の
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分
析
か
ら
中
産
の
ツ
ン
フ
ト
市
民
が
改
革
の
支
持

基
盤
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
ロ
ッ
ツ
ァ
ー
ら
説
教

者
の
思
想
と
そ
の
農
村
部
へ
の
展
開
か
ら
、
農
村

部
を
含
心
ゲ
マ
イ
ン
デ
運
動
と
し
て
の
宗
教
改
革

の
性
格
が
、
そ
の
身
分
的
地
域
的
偏
狭
性
と
い
う

限
界
と
共
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
続
く
第
四
章
で
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
つ
い

て
小
倉
欣
一
氏
が
検
討
さ
れ
た
。
ま
ず
こ
の
都
市

が
政
治
、
経
済
的
に
は
皇
帝
と
密
接
な
関
係
に
あ

り
、
社
会
的
に
は
北
ド
イ
ツ
型
門
閥
都
市
で
あ
る

点
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
改
革
運
動
は
市
民

委
員
会
を
作
っ
た
ツ
ン
フ
ト
員
が
中
心
と
な
っ
た
、

ゲ
ノ
ッ
セ
ソ
シ
ャ
フ
ト
原
理
の
回
復
を
め
ざ
す
も

の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
権
力
を
掌
握
し
続
け
た

市
参
事
会
の
政
策
へ
の
そ
の
影
響
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。

　
第
五
章
で
は
永
田
諒
一
氏
に
よ
り
エ
ル
フ
ル
ト

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
都
市
は
領
邦
都

市
で
あ
る
が
帝
国
都
市
に
準
ず
る
地
位
を
持
ち
、

ま
た
門
閥
都
布
の
範
疇
に
入
る
。
こ
こ
で
は
宗
教

改
箪
が
公
式
に
は
導
入
さ
れ
ず
に
終
っ
た
。
こ
の

原
因
と
し
て
宗
教
改
革
直
前
の
社
会
変
動
が
考
察

さ
れ
、
こ
の
変
動
期
に
r
コ
一
流
の
ホ
ノ
ラ
チ
オ
…

レ
ソ
し
が
政
権
に
参
加
し
、
そ
の
結
果
彼
ら
が
改

革
の
指
導
層
の
役
割
を
果
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
都

市
領
主
等
の
外
圧
へ
の
対
応
が
優
先
さ
れ
た
こ
と

が
論
証
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
「
二
流
の
ホ
ノ
ラ
チ
オ
ー
レ
ソ
」
の
役
割

に
つ
い
て
は
第
六
章
の
棟
居
嵐
窓
が
担
当
さ
れ
た

門
閥
都
市
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
の
場
合
か
ら
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
レ
オ
ン
ハ
ル
ト
兄
弟
団
に

代
表
さ
れ
る
、
上
層
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
市

政
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
た
市
民
層
、
　
コ
一
流
の
ホ

ノ
ラ
チ
ォ
ー
レ
ン
」
が
、
改
革
運
動
の
中
核
、
推

進
役
で
あ
っ
た
こ
と
、
彼
ら
が
政
権
に
就
く
や
指

導
層
を
急
な
っ
て
改
革
運
動
は
衰
退
し
た
こ
と
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
次
い
で
第
七
章
で
は
倉
塚
平
氏
が
ミ
4

ン
ス
タ
ー
を
論
考
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
都
市
に
お

い
て
の
み
、
宗
教
改
革
運
動
が
再
洗
礼
派
運
動
へ

と
急
進
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
原
因
と
支
持

層
を
、
市
の
「
二
重
統
治
」
構
造
と
神
学
指
導
者

ロ
ー
ト
マ
ソ
の
思
想
か
ら
検
討
さ
れ
た
。
　
「
二
璽

統
治
」
構
造
と
は
、
こ
の
都
市
独
自
の
ユ
ニ
ー
ク

な
も
の
で
、
市
参
事
会
と
二
流
の
ホ
ノ
ラ
チ
オ
ー

レ
ン
の
支
配
す
る
全
ギ
ル
ド
会
議
と
が
共
同
決
定

権
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
ロ
ー
ト
マ
ソ
の

神
学
に
は
、
そ
の
よ
り
強
い
神
学
的
完
全
主
義
に

再
洗
礼
派
へ
の
契
機
が
認
め
ら
れ
る
。
宗
教
改
革

は
、
二
流
の
ホ
ノ
ラ
チ
オ
：
レ
ン
が
中
心
と
な
っ

て
推
進
し
政
権
の
掌
握
に
至
る
が
、
こ
の
時
神
学

者
が
よ
り
純
粋
な
改
革
を
説
き
、
市
民
層
は
二
つ

に
分
裂
、
急
進
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
間

の
経
緯
を
シ
リ
ン
グ
説
等
を
批
判
的
に
援
用
し
っ

っ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
都
市
相
互
の
関
係
と
い
う
点
か
ら
、
市

川
依
子
氏
が
、
宗
教
改
革
期
の
都
市
の
共
同
政
策

を
ま
と
め
ら
れ
た
。
各
都
市
毎
に
改
革
へ
の
対
応

を
異
に
し
な
が
ら
も
、
帝
国
都
布
と
し
て
の
自
由

と
伝
統
を
守
る
と
い
う
点
で
都
市
間
に
宗
教
改
革

へ
の
共
晶
政
策
が
と
ら
れ
、
さ
ら
に
と
り
わ
け
皇

帝
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
政
策
が
崩
壊
す
る
過
程

を
跡
づ
け
ら
れ
た
。

　
以
上
、
簡
単
に
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
書

は
次
の
よ
う
な
視
点
、
す
な
わ
ち
「
都
市
市
民
が

宗
教
改
革
運
動
の
主
た
る
担
い
手
と
な
っ
た
理
由

は
、
宗
教
改
革
の
理
念
と
市
民
圃
有
の
存
在
お
よ

び
意
識
形
態
の
間
の
特
殊
な
親
和
関
係
の
中
に
求

め
な
け
れ
ば
な
・
ら
な
い
。
　
（
一
一
一
九
。
へ
…
ジ
）
」
認
思
臨
狩

っ
て
、
各
都
市
の
総
合
的
把
握
を
行
な
い
、
そ
こ

か
ら
一
般
化
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
た
だ
ゲ
マ
イ
ソ
デ
原
理
、
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ

ト
的
性
格
の
実
態
が
、
そ
の
存
在
形
態
が
複
雑
で

あ
る
た
め
に
、
明
確
に
把
え
に
諄
い
と
い
う
印
象

を
持
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
農
村
部
を
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含
め
た
こ
の
点
の
研
究
が
今
後
の
焦
点
と
さ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
確
か
に
、
各
論
文
毎
に

そ
の
対
象
お
よ
び
研
究
者
の
関
心
の
多
様
さ
か
ら

普
遍
的
な
モ
デ
ル
の
構
築
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
既
に
そ
こ
か
ら
い
く
つ
か
の
運
動
の
類
型

を
推
定
す
る
こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。

　
比
較
都
市
研
究
の
上
で
も
、
宗
教
と
社
会
階
層

と
の
関
連
に
お
い
て
も
、
本
書
は
多
く
の
示
唆
を

与
え
う
る
も
の
と
考
え
る
の
で
、
各
方
面
の
方
々

に
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
（
A
5
判
　
三
四
〇
頁
　
一
九
八
三
年

　
　
　
　
　
　
一
｝
月
刀
水
書
房
五
八
○
○
円
）

　
　
　
　
　
　
（
渡
邊
伸
京
都
大
学
大
学
院
生
）

匿
o
H
日
ρ
口
口
8
ω
一
Φ
唄

臼
げ
①
一
門
一
意
⇔
O
轡
鶉
ω
鋤
鳥
Φ
ω

　
十
字
軍
と
い
え
ば
、
一
般
に
は
聖
地
解
放
及
び

聖
地
国
家
の
維
持
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
軍
事

行
動
を
理
解
す
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

実
際
に
は
聖
地
を
対
象
と
す
る
も
の
以
外
に
、
種

々
の
十
字
軍
が
存
在
し
た
。
即
ち
、
聖
地
以
外
の

地
域
（
ス
ペ
イ
ン
や
北
東
欧
）
の
異
教
徒
に
対
す

る
十
字
軍
、
異
端
に
対
す
る
十
字
軍
（
例
え
ば
ア

ル
ビ
ジ
ョ
ア
十
字
軍
）
、
　
教
皇
の
政
敵
に
対
す
る

十
字
軍
等
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
駈
謂
「
非
聖
地
十
字
軍
」
に
つ
い
て

は
、
従
来
、
本
来
的
な
十
字
軍
た
る
聖
地
十
字
軍

か
ら
の
「
逸
脱
」
・
「
乱
用
」
と
し
て
、
ネ
ガ
テ
ィ

ヴ
に
評
価
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

背
景
に
は
、
聖
地
十
字
軍
の
持
っ
て
い
た
「
宗
教

的
動
機
」
か
ら
「
政
治
的
世
俗
的
動
機
」
へ
の
移

行
、
即
ち
十
字
軍
の
「
政
治
化
」
　
「
世
俗
化
」
と

い
う
理
解
が
存
在
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
理
解
の
問
題
性
に
つ
い
て
は
、
既

に
紹
介
者
は
愚
稿
（
「
「
非
聖
地
十
字
軍
」
と
十
字
軍

の
「
政
治
化
」
」
『
月
刊
歴
史
教
育
』
三
号
、
一
九
七

九
年
六
月
）
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
そ

の
後
本
誌
紹
介
欄
で
取
り
上
げ
た
田
δ
率
ω
ヨ
歴

鋳
の
二
著
（
ミ
ミ
§
惹
“
ぎ
G
ミ
器
職
禽
、
『
史

林
』
六
二
巻
六
号
、
一
九
七
九
年
一
一
月
。
↓
富

○
主
旨
§
恥
『
史
林
』
六
五
巻
五
号
、
一
九
八
二
年

九
月
）
も
、
そ
う
し
た
聖
地
限
定
論
へ
の
反
駁
に

力
を
注
い
で
お
り
、
　
「
非
聖
地
十
字
軍
」
の
重
視

は
近
来
の
一
つ
の
傾
向
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
の
尊
老
国
8
巴
Φ
団
は
、
こ
の
匹
δ
団
あ
－

日
淳
げ
に
師
事
し
、
　
「
非
聖
地
十
字
軍
」
　
の
内
、

特
に
教
皇
の
政
敵
に
対
す
る
十
字
軍
を
取
り
上
げ

る
。
表
題
の
「
イ
タ
リ
ア
十
字
軍
」
と
は
、
　
「
一

二
五
四
年
と
＝
二
四
三
年
の
間
の
イ
タ
リ
ア
に
お

け
る
キ
、
リ
ス
ト
教
世
俗
権
力
に
対
す
る
十
字
軍
」

で
あ
る
。
一
般
に
は
「
政
治
的
十
字
軍
」
と
呼
ば

れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
立
場
は
こ
れ
を
採

る
所
と
は
な
ら
ず
、
ま
ず
序
論
習
頭
に
お
い
て
、

「
政
治
的
」
と
い
う
名
称
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。

　
構
成
は
序
論
と
七
章
及
び
結
論
か
ら
な
っ
て
お

り
、
序
論
に
お
い
て
は
、
研
究
史
を
概
観
し
た
後
、

こ
の
十
字
軍
に
つ
い
て
は
、
包
括
的
研
究
が
殆
ど

な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

そ
れ
が
教
皇
権
と
十
字
軍
運
動
に
対
し
て
与
え
た

結
果
（
実
際
に
は
損
傷
）
に
関
し
て
は
一
般
的
理

解
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
即
ち
、

イ
タ
リ
ア
十
字
軍
は
同
時
代
人
の
憤
慨
を
巻
き
起

こ
し
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
精
神
的
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
の
教
皇
の
権
威
を
低
下
さ
せ
た
こ
と
、
こ
の

十
字
軍
の
た
め
に
課
せ
ら
れ
た
税
も
教
皇
の
権
威

を
傷
つ
け
、
特
に
そ
れ
を
通
じ
て
俗
物
の
興
隆
を

も
た
ら
し
た
こ
と
、
教
皇
に
よ
る
イ
タ
リ
ア
十
字

軍
重
視
は
必
然
的
に
聖
地
十
字
軍
の
人
的
・
物
的

瀾
渇
を
結
果
し
、
聖
地
国
象
の
滅
亡
を
早
め
た
こ

と
、
更
に
は
、
十
字
軍
運
動
全
体
に
対
す
る
幻
滅
、

瞼
宥
の
効
力
に
対
す
る
疑
念
、
キ
リ
ス
ト
教
的
良

心
の
麻
痺
を
も
た
ら
し
、
懐
疑
主
義
が
生
ず
る
に

至
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
い
わ
ば
中
世
後
期
の
重
要
な
諸
相
を
こ
こ
か
ら
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