
西
村
玲
著

﹃
近
世
仏
教
論
﹄

上

野

大

輔

一

本

書

の

概

要

本
書
は
︑
故
・
西
村
玲
氏
︵
以
下
︑
著
者
と
し
︑
他
の
人
名
の
敬
称
を
省

略
す
る
︶
の
論
文
集
で
あ
り
︑
﹁
西
村
玲
氏
論
文
集
刊
行
委
員
会
﹂
に
よ
っ

て
編
集
さ
れ
た
︒
著
者
に
よ
る
収
録
論
文
の
選
択
や
全
体
の
再
構
成
・
調
整

を
経
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
︑
本
書
に
関
す
る
著
者
の
応
答
が
得
ら
れ
な

い
こ
と
を
︑
ま
ず
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
以
下
で
は
︑
本
書
の
概
要

を
紹
介
し
た
上
で
︑
成
果
と
課
題
を
論
じ
る
︒
そ
れ
が
︑
残
さ
れ
た
私
た
ち

の
取
り
組
み
に
繫
が
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
︒

本
書
に
は
一
六
本
の
論
文
︵
以
下
︑
収
録
順
に
①
～
⑯
の
番
号
を
付
け
︑

副
題
は
省
略
し
︑
初
出
年
を
補
記
す
る
︶
が
六
部
構
成
で
収
め
ら
れ
︑
著
者

の
略
歴
・
業
績
目
録
︑
末
木
文
美
士
に
よ
る
﹁
あ
と
が
き
﹂
︑
そ
し
て
﹁
人

名
索
引
﹂
が
付
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
第
Ⅰ
部

近
世
仏
教
の
展
開
﹂
は
︑
①
﹁
近
世
仏
教
論
﹂
︵
二
〇
一
二

年
︶
と
②
﹁
教
学
の
進
展
と
仏
教
改
革
運
動
﹂
︵
二
〇
一
〇
年
︶
か
ら
な
る
︒

論
文
①
で
は
︑
近
世
仏
教
は
近
代
以
降
の
日
本
仏
教
の
土
台
で
あ
る
と
共

に
︑
現
代
の
私
た
ち
の
宗
教
と
倫
理
の
基
礎
を
形
づ
く
っ
た
思
想
の
一
つ
と

さ
れ
︑
禅
僧
の
雪
窓
宗
崔
に
よ
る
排
耶
活
動
︑
黄
檗
僧
の
大
蔵
経
出
版
な
ど

の
社
会
事
業
︑
教
団
・
檀
林
の
整
備
と
仏
書
出
版
︑
律
僧
ら
に
よ
る
戒
律
運

動
の
広
が
り
︑
須
弥
山
論
争
・
大
乗
非
仏
説
論
争
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒

論
文
②
は
︑
大
部
分
が
論
文
①
と
同
様
の
内
容
で
あ
る
︒
禅
僧
の
排
耶
活

動
に
は
触
れ
な
い
が
︑
幕
府
の
統
制
下
で
の
檀
林
の
動
向
や
禅
宗
の
改
革
運

動
な
ど
が
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
お
り
︑
絹
衣
の
禁
止
を
め
ぐ
る
律
僧
の
論
争

も
興
味
深
い
︒

﹁
第
Ⅱ
部

明
末
仏
教
と
江
戸
仏
教
﹂
は
︑
③
﹁
ã
命
の
回
路
﹂
︵
二
〇

一
二
年
︶
︑
④
﹁
虚
空
と
天
主
﹂
︵
二
〇
一
〇
年
︶
︑
⑤
﹁
東
ア
ジ
ア
仏
教
の

キ
リ
ス
ト
教
批
判
﹂
︵
二
〇
一
二
年
︶
︑
⑥
﹁
明
末
の
不
殺
放
生
思
想
の
日
本

受
容
﹂
︵
二
〇
一
四
年
︶
か
ら
な
る
︒
ま
た
﹁
第
Ⅲ
部

キ
リ
シ
タ
ン
と
仏

教
﹂
に
は
︑
⑦
﹁
近
世
思
想
史
上
の
﹃
妙
貞
問
答
﹄
﹂
︵
二
〇
一
四
年
︶
︑
⑧

﹁
近
世
仏
教
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
批
判
﹂
︵
二
〇
一
一
年
︶
︑
⑨
﹁
仏
教
排

耶
論
の
思
想
史
的
展
開
﹂
︵
二
〇
一
四
年
︶
が
収
録
さ
れ
る
︒
各
論
文
を
関

連
づ
け
て
把
握
し
や
す
く
す
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
順
番
を
変
え
て
紹
介
し
た

い
︒論

文
③
は
︑
明
末
僧
の
雲う

ん

棲せ
い

袾し
ゅ

宏こ
う

の
不
殺
生
思
想
を
検
討
し
た
も
の
で
あ

る
︒
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
﹃
天
主
実
義
﹄
で
︑
人
が
動

物
を
殺
す
こ
と
は
天
主
の
恩
恵
と
し
︑
不
殺
生
を
批
判
し
た
が
︑
こ
れ
に
対

し
て
袾
宏
は
︑
人
も
動
物
も
同
じ
肉
で
あ
り
︑
食
肉
は
人
肉
食
に
等
し
い
と

す
る
︒
自
己
と
他
者
は
共
に
四
大
︵
地
水
火
風
︶
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
︑

他
を
殺
す
こ
と
は
己
を
殺
す
こ
と
で
あ
る
と
も
袾
宏
は
述
べ
る
︒
彼
は
ま
た
︑

三
世
︵
前
世
・
現
世
・
来
世
︶
に
わ
た
り
六
道
を
輪
廻
す
る
自
ら
の
魂
を
基

準
と
し
︑
六
道
の
衆
生
︵
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
︶
は
我
が
父
母
で
あ
る
と
す
る

の
で
︑
殺
生
は
自
己
や
父
母
に
も
害
を
及
ぼ
す
も
の
と
な
り
︑
自
ら
の
ãえ

命み
ょ
う︵
悟
り
の
智
ã
︶
を
断
つ
こ
と
で
も
あ
っ
た
︒
こ
う
し
て
袾
宏
は
︑
殺
さ

書 評
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れ
る
生
き
物
を
救
う
放
生
を
実
践
し
︑
人
々
に
も
勧
め
る
こ
と
と
な
る
︒

論
文
⑥
で
は
︑
袾
宏
の
不
殺
生
・
放
生
思
想
を
確
認
し
た
上
で
︑
彼
の
著

作
が
一
七
世
紀
半
ば
の
日
本
で
出
版
さ
れ
て
明
治
時
代
ま
で
版
を
重
ね
︑
関

連
書
も
数
多
く
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
彼
の
著
作
の
出

版
と
普
及
に
は
︑
戒
律
運
動
を
進
め
た
浄
土
僧
の
忍
澂
と
真
言
律
僧
の
諦
忍

が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
︒

論
文
④
は
︑
﹃
天
主
実
義
﹄
に
お
け
る
天
主
の
定
義
と
僧
侶
批
判
を
確
認

し
た
上
で
︑
明
末
僧
の
袾
宏
・
密
雲
円
悟
・
費
隠
通
容
の
天
主
教
批
判
を
追

っ
た
も
の
で
あ
る
︒
同
書
で
は
︑
天
主
が
無
始
無
終
の
創
造
主
と
さ
れ
︑
天

地
万
物
が
被
造
物
と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
仏
教
の
心
論
に
立
脚
し
た
天
主
と
自

己
心
の
同
一
視
が
︑
愚
か
さ
か
ら
生
じ
た
傲
慢
さ
と
見
な
さ
れ
る
︒
対
す
る

に
袾
宏
﹁
天
説
﹂
︵
﹃
竹
窓
随
筆
﹄
︶
は
︑
天
主
を
帝
釈
天
と
し
て
相
対
化
し
︑

天
主
は
抽
象
的
な
理
で
あ
る
か
ら
現
実
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
と
す

る
︒
次
い
で
円
悟
﹃
弁
天
説
﹄
は
︑
我
々
が
本
来
具
足
す
る
覚
︵
悟
り
︶
を

知
ら
ず
に
︑
外
に
天
主
を
戴
い
て
自
ら
を
退
け
る
の
は
自
暴
自
棄
で
あ
る
と

す
る
︒
円
悟
の
弟
子
の
通
容
は
﹃
原
道
闢
邪
説
﹄
で
︑
天
主
に
対
す
る
普
遍

と
し
て
︑
全
て
を
包
含
す
る
と
同
時
に
全
て
に
内
在
す
る
虚
空
の
大
道
を
示

し
た
︒

論
文
⑧
で
は
︑
近
世
前
期
の
日
本
が
舞
台
と
な
る
︒
仏
教
は
虚
無
を
世
界

事
象
の
根
源
と
す
る
た
め
後
生
の
助
け
は
な
く
現
世
の
倫
理
も
な
い
と
す
る

キ
リ
シ
タ
ン
か
ら
の
批
判
に
対
し
︑
禅
僧
の
雪
窓
宗
崔
は
後
生
の
助
け
を
求

め
る
人
々
に
授
戒
し
︑
﹃
興
福
寺
筆
記
﹄
で
戒
に
促
さ
れ
て
行
う
善
業
が
現

世
安
穏
と
後
生
善
処
へ
の
唯
一
の
道
と
し
た
︒
ま
た
﹃
対
治
邪
宗
論
﹄
で
は
︑

キ
リ
シ
タ
ン
は
仏
法
の
剽
窃
で
あ
る
と
し
︑
﹃
原
道
闢
邪
説
﹄
の
主
張
し
た

虚
空
の
大
道
を
普
遍
的
な
真
理
と
し
て
提
示
し
た
︒

論
文
⑤
は
︑
論
文
④
・
⑧
を
合
わ
せ
て
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
︒
イ
エ
ズ

ス
会
の
唯
一
神
に
対
し
て
日
中
の
禅
僧
は
同
じ
く
大
道
の
論
理
を
用
い
て
反

論
し
た
と
さ
れ
る
︒

論
文
⑦
で
は
︑
ハ
ビ
ア
ン
﹃
妙
貞
問
答
﹄
を
め
ぐ
る
思
想
史
の
研
究
状
況

を
紹
介
し
た
上
で
︑
日
中
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
時
の
思
想
状
況
が

考
察
さ
れ
る
︒
宣
教
師
た
ち
は
日
本
で
中
心
と
な
っ
て
い
る
思
想
・
宗
教
は

仏
教
で
︑
中
国
の
場
合
は
儒
教
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
︑
日
本
で
は
仏
教
を

正
面
か
ら
攻
撃
し
︑
中
国
で
は
儒
教
と
の
﹁
擬
似
的
な
類
似
性
﹂
を
強
調
し

た
と
い
う
︒
そ
し
て
彼
ら
の
現
地
適
応
主
義
の
成
果
を
表
す
の
が
︑
日
本
の

﹃
妙
貞
問
答
﹄
と
︑
中
国
の
﹃
天
主
実
義
﹄
で
あ
る
と
す
る
︒
そ
し
て
前
者

は
仏
教
と
儒
教
の
性
質
を
鮮
明
に
す
る
と
共
に
︑
﹁
後
生
の
助
け
﹂
が
焦
点

化
さ
れ
る
日
本
の
状
況
を
よ
く
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
と
さ
れ
る
︒

論
文
⑨
は
︑
近
世
か
ら
近
代
ま
で
の
仏
教
排
耶
論
の
展
開
を
追
っ
た
も
の

で
あ
る
︒
日
中
の
禅
僧
は
虚
空
の
大
道
を
提
示
し
︑
日
本
で
は
キ
リ
ス
ト
教

批
判
の
原
理
が
大
道
や
天
道
に
託
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
は
近
世
前
期
に
は
人
間

と
自
然
を
一
体
化
す
る
包
括
的
な
宇
宙
観
の
側
面
が
強
い
が
︑
幕
末
維
新
期

に
は
大
道
に
託
し
て
五
倫
・
人
倫
と
い
う
人
間
社
会
の
倫
理
・
秩
序
が
前
面

に
出
て
く
る
︒
西
本
願
寺
教
団
の
護
法
僧
で
あ
る
超
然
の
排
耶
論
で
は
︑
虚

空
は
何
も
の
も
生
み
出
さ
な
い
単
な
る
空
間
と
し
て
神
の
無
意
味
さ
の
喩
え

と
な
っ
て
お
り
︑
神
と
対
峙
す
る
虚
空
の
普
遍
性
は
完
全
に
忘
れ
ら
れ
︑
虚

空
は
無
意
味
な
﹁
近
代
的
空
間
﹂
と
な
っ
た
︒
井
上
円
了
﹃
真
理
金
針
﹄
も
︑

虚
空
を
神
の
無
意
味
さ
の
喩
え
と
す
る
︒
円
了
の
議
論
は
︑
前
近
代
排
耶
論

の
最
終
段
階
で
あ
る
と
共
に
︑
近
代
に
お
い
て
論
理
と
思
弁
の
領
域
で
あ
る

哲
学
が
仏
教
か
ら
分
節
化
す
る
契
機
を
な
す
と
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
田
辺
元
は

キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
﹁
無
即
愛
﹂
と
し
て
仏
教
的
に
理
解
し
︑
晩
年
に
は
キ
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リ
ス
ト
教
の
生
の
哲
学
に
対
し
て
大
乗
仏
教
に
基
づ
く
死
の
哲
学
を
提
示
し

た
︒
こ
う
し
て
︑
虚
空
の
大
道
の
全
体
的
宇
宙
観
が
失
わ
れ
る
一
方
で
哲
学

が
分
節
化
す
る
と
い
う
展
開
が
描
か
れ
る
︒

﹁
第
Ⅳ
部

教
学
の
進
展
﹂
に
は
︑
⑩
﹁
中
世
に
お
け
る
法
相
の
禅
受

容
﹂
︵
一
九
九
九
年
︶
と
⑪
﹁
可
知
と
不
可
知
の
隘
路
﹂
︵
二
〇
〇
二
年
︶
が

収
録
さ
れ
る
︒

論
文
⑩
は
本
書
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
逸
れ
る
が
︑
法
相
宗
僧
侶
の
貞
慶
・
良

遍
の
禅
受
容
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
貞
慶
に
は
︑
自
己
の
未
熟
・

悪
を
自
覚
す
る
か
ら
こ
そ
神
仏
を
願
い
︑
願
え
ば
願
う
ほ
ど
未
熟
・
悪
が
自

覚
さ
れ
る
と
い
う
構
造
が
確
認
さ
れ
る
︒
そ
れ
は
禅
の
影
響
を
受
け
た
と
さ

れ
る
彼
の
観
行
に
も
一
貫
し
て
い
る
と
い
う
︒
一
方
で
良
遍
は
︑
全
て
の
者

が
有
す
る
無
分
別
心
を
仏
心
に
相
似
す
る
有う

漏ろ

現
量
心
︵
日
常
の
直
接
知

覚
︶
と
し
︑
こ
れ
に
慣
れ
親
し
む
こ
と
で
悟
り
に
至
り
得
る
と
主
張
し
た
︒

そ
れ
に
よ
り
﹁
貞
慶
の
矛
盾
を
突
き
抜
け
﹂
︑
修
行
を
全
て
の
者
に
と
っ
て

可
能
な
︑
生
涯
の
義
務
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
良
遍
に
と
っ
て
の
禅
は
法

相
宗
に
お
け
る
無
分
別
の
行
を
根
拠
づ
け
る
道
標
と
し
て
︑
ま
た
自
己
の
実

践
行
を
保
証
す
る
確
証
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
︒

論
文
⑪
で
は
浄
土
宗
学
僧
の
普
寂
が
登
場
す
る
︒
彼
は
︑
法
相
宗
の
用
い

る
因
明
︵
論
理
学
︶
は
外
道
の
法
で
仏
教
で
は
な
い
と
し
︑
ま
た
大
乗
仏
教

は
釈
迦
か
ら
密
伝
さ
れ
た
も
の
で
︑
そ
の
内
容
は
聖
者
の
瞑
想
中
で
説
か
れ

る
凡
人
に
は
分
か
ら
な
い
説
で
あ
り
︑
言
葉
を
超
え
た
も
の
と
し
た
︒
彼
に

よ
る
因
明
と
大
乗
仏
教
の
理
解
の
方
法
は
史
学
的
で
合
理
性
を
持
つ
が
︑
彼

は
む
し
ろ
論
理
と
事
実
の
限
界
を
知
る
た
め
の
学
習
を
重
視
し
た
︒
そ
れ
は

事
象
︵
自
己
の
心
な
ど
︶
と
真
理
を
連
続
さ
せ
る
如
来
蔵
の
立
場
か
ら
も
た

ら
さ
れ
て
お
り
︑
彼
は
法
相
宗
の
論
理
性
を
﹁
梃
子
﹂
に
﹁
近
代
の
合
理

性
﹂
︵
論
証
と
事
実
を
唯
一
の
判
断
基
準
と
す
る
精
神
︶
を
発
見
し
︑
そ
れ

を
自
ら
の
精
神
に
し
よ
う
と
す
る
同
時
代
や
未
来
の
在
り
よ
う
を
︑
断
固
と

し
て
認
知
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
︒
し
か
し
評
者
に
は
︑
普
寂
が
合
理
性
を

我
が
物
と
す
る
こ
と
で
︑
守
る
べ
き
不
可
知
の
仏
法
を
位
置
づ
け
得
た
よ
う

に
思
わ
れ
た
︒

﹁
第
Ⅴ
部

伝
統
か
ら
近
代
へ
﹂
は
︑
⑫
﹁
釈
迦
信
仰
の
思
想
史
的
展

開
﹂
︵
二
〇
一
六
年
︶
と
⑬
﹁
須
弥
山
と
地
球
説
﹂
︵
二
〇
一
三
年
︶
か
ら
な

る
︒論

文
⑫
は
︑
律
僧
の
釈
迦
信
仰
の
展
開
を
辿
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
中
世
南

都
で
は
﹃
悲
華
経
﹄
を
根
拠
と
し
て
︑
釈
迦
仏
を
モ
デ
ル
に
穢
土
成
仏
を
目

指
す
信
仰
・
実
践
が
見
ら
れ
︑
こ
こ
で
の
釈
迦
は
現
世
︵
過
酷
な
現
実
︶
を

引
き
受
け
る
性
格
を
持
ち
︑
西
方
浄
土
の
阿
弥
陀
仏
と
は
異
な
る
種
類
の
慈

悲
を
示
し
て
い
た
︒
こ
の
釈
迦
信
仰
は
比
叡
山
に
も
広
が
っ
て
中
世
の
特
徴

的
な
信
仰
の
一
つ
と
な
っ
た
︒
続
い
て
近
世
の
律
僧
は
︑
著
者
が
確
認
し
た

限
り
﹃
悲
華
経
﹄
に
は
言
及
し
て
い
な
い
︒
彼
ら
に
お
い
て
は
大
悲
菩
薩

︵
後
の
釈
迦
仏
︶
の
神
秘
性
・
抽
象
性
は
顧
み
ら
れ
ず
︑
凡
人
に
も
実
行
可

能
な
戒
律
な
ど
の
教
え
を
説
い
た
現
実
性
・
具
体
性
こ
そ
が
︑
釈
迦
信
仰
の

理
由
と
な
っ
た
︒
釈
迦
を
憧
憬
す
る
近
世
律
僧
の
精
神
は
近
代
の
仏
教
者
を

広
く
覆
う
空
気
と
な
り
︑
近
代
の
知
識
人
に
よ
る
信
仰
と
科
学
の
要
請
を
共

に
満
た
し
得
る
存
在
と
し
て
釈
迦
は
絶
対
的
な
位
置
を
保
ち
続
け
た
と
い
う
︒

論
文
⑬
で
は
︑
﹁
仏
教
思
想
近
代
化
﹂
の
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
べ
く
︑

仏
教
宇
宙
論
で
あ
る
須
弥
山
世
界
を
め
ぐ
る
論
争
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
論

争
は
地
球
説
か
ら
の
批
判
に
よ
っ
て
始
ま
り
︑
一
七
世
紀
に
は
学
僧
が
須
弥

山
世
界
と
西
洋
地
理
・
地
球
説
と
の
融
合
を
試
み
た
が
︑
洋
書
禁
書
令
の
緩

和
以
後
は
知
識
人
の
間
で
須
弥
山
世
界
の
否
定
に
よ
る
排
仏
論
が
目
立
つ
よ

書 評
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う
に
な
る
︒
そ
う
し
た
中
︑
富
永
仲
基
と
普
寂
は
須
弥
山
世
界
を
方
便
と
見

な
し
︑
瞑
想
中
の
影
像
と
し
て
精
神
化
す
る
こ
と
で
﹁
い
わ
ゆ
る
近
代
的
な

意
味
で
の
宗
教
と
科
学
を
区
別
﹂
し
た
と
さ
れ
︑
﹁
仏
教
の
内
な
る
近
代
化
﹂

で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
天
台
宗
安
楽
律
僧
の
円
通
ら
の
イ
ン
ド
主
義
に

基
づ
く
梵
暦
運
動
に
よ
っ
て
︑
須
弥
山
世
界
の
知
識
が
一
般
社
会
に
も
広
ま

り
︑
批
判
も
浴
び
た
︒
そ
の
後
︑
佐
田
介
石
の
視
実
等
象
儀
に
至
っ
て
須
弥

山
は
一
本
の
金
属
棒
と
化
し
︑
単
な
る
天
動
地
平
説
と
な
っ
て
お
り
︑
﹁
須

弥
山
世
界
の
脱
魔
術
化
は
完
了
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
﹂
と
さ
れ
る
︒

﹁
第
Ⅵ
部

方
法
と
実
践
﹂
に
は
︑
⑭
﹁
﹁
近
世
的
世
俗
化
﹂
の
陥
穽
﹂

︵
二
〇
一
五
年
︶
︑
⑮
﹁
中
村
元
﹂
︵
二
〇
一
六
年
︶
︑
⑯
﹁
ア
ボ
ガ
ド
の

種
・
仏
の
種
子
﹂
︵
二
〇
一
〇
年
︶
が
収
録
さ
れ
る
︒

論
文
⑭
で
は
ま
ず
︑
世
俗
化
が
﹁
そ
の
社
会
の
中
で
宗
教
が
も
つ
影
響
力

が
次
第
に
減
少
し
て
い
く
﹂
こ
と
と
し
て
︑
さ
し
あ
た
り
定
義
づ
け
ら
れ
︑

こ
の
世
俗
化
は
日
本
の
一
六
世
紀
か
ら
現
代
ま
で
続
い
て
お
り
︑
近
代
化
の

過
程
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
仏
教
を
含
む
近
世
思
想

の
特
徴
は
世
俗
化
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
出
発
点
と
し
た
い
が
︑
世
俗
化
と

い
う
概
念
に
は
近
代
の
合
理
主
義
が
色
濃
く
入
っ
て
い
る
こ
と
に
気
を
付
け

る
べ
き
で
あ
り
︑
ま
た
近
世
・
江
戸
時
代
イ
メ
ー
ジ
は
近
世
後
期
～
明
治
時

代
を
無
意
識
の
手
が
か
り
と
し
て
お
り
︑
近
世
全
体
へ
の
想
像
力
を
阻
ん
で

い
る
面
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
い
と
さ
れ
る
︒
そ
の
上
で
︑
一
六
～
二
〇

世
紀
の
思
想
の
変
容
を
意
識
し
つ
つ
︑
そ
の
内
実
に
踏
み
込
む
様
々
な
ア
プ

ロ
ー
チ
が
必
要
だ
ろ
う
と
さ
れ
︑
ハ
ビ
ア
ン
と
富
永
仲
基
の
立
場
の
違
い
が

例
示
さ
れ
る
︒
ま
た
﹁
俗
人
の
生
活
が
仏
道
修
行
で
あ
る
﹂
と
い
う
考
え
方

と
関
わ
る
近
世
前
期
の
禅
僧
の
言
葉
が
紹
介
さ
れ
︑
そ
の
思
想
内
容
・
変
遷

過
程
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
指
摘
さ
れ
る
︒
加
え
て
︑
中
国
と
の
関
わ
り

か
ら
近
世
仏
教
思
想
を
見
る
こ
と
も
提
案
さ
れ
る
︒

論
文
⑮
は
︑
中
村
元
の
研
究
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
︒
中
村
の
日
本
思

想
史
学
の
中
心
的
対
象
は
近
世
の
仏
教
思
想
で
あ
り
︑
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー

バ
ー
の
影
響
を
一
方
で
受
け
つ
つ
︑
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
合
理
性
・

批
判
性
・
民
衆
性
な
ど
の
近
代
的
価
値
観
が
対
象
の
中
に
創
出
さ
れ
た
︒
ま

た
︑
中
村
の
世
界
思
想
史
の
枠
組
み
と
方
法
は
︑
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
ィ
の

東
方
人
文
主
義
を
先
蹤
と
し
て
お
り
︑
西
洋
を
中
心
と
す
る
従
来
の
哲
学
や

思
想
史
を
包
括
し
て
︑
東
洋
思
想
を
含
む
人
類
の
思
想
史
を
打
ち
出
そ
う
と

す
る
も
の
で
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
い
う
性
格
を

強
く
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
︒

論
文
⑯
は
﹁
仏
教
思
想
は
環
境
倫
理
に
何
が
で
き
る
か
﹂
を
問
う
も
の
で

あ
る
︒
北
米
で
は
仏
教
思
想
を
基
礎
と
し
た
環
境
倫
理
が
提
唱
さ
れ
た
が
︑

そ
こ
で
の
仏
教
理
解
は
現
世
を
否
定
す
る
空
の
側
面
を
欠
い
て
い
た
た
め
︑

初
期
仏
教
の
研
究
者
ら
に
よ
り
批
判
さ
れ
︑
空
を
実
践
倫
理
と
す
る
困
難
さ

が
示
さ
れ
た
︒
と
は
い
え
明
末
の
袾
宏
の
不
殺
生
思
想
に
お
い
て
︑
世
界
と

他
者
へ
の
慈
悲
は
己
を
空
に
す
る
一
歩
で
︑
未
来
の
成
仏
の
一
助
と
な
る
と

さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
解
脱
に
よ
り
自
己
と
他
者
の
区
別
が
な
く
な
る
仏

の
境
地
︵
同
体
の
大
悲
︶
へ
の
道
程
に
お
い
て
︑
空
と
慈
悲
は
一
体
で
あ
る

と
著
者
は
主
張
す
る
︒

二

成

果

と

課

題

日
本
近
世
史
研
究
で
は
︑
仏
教
が
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
い
傾
向
に
あ
る
︒

近
世
思
想
史
研
究
で
も
儒
学
や
国
学
に
関
心
が
集
ま
り
︑
仏
教
を
除
外
し
た

議
論
が
い
ま
だ
に
根
強
い
︒
一
方
︑
近
世
仏
教
史
研
究
に
お
い
て
教
団
の
組

織
や
僧
侶
の
思
想
が
取
り
上
げ
ら
れ
︑
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
を
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参
照
し
つ
つ
も
︑
宗
派
史
を
超
え
た
近
世
思
想
史
と
い
う
枠
組
み
で
︑
僧
侶

を
積
極
的
に
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
︑
著
者
の
近
世
仏
教
論
の
独

自
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
︒

勿
論
︑
そ
の
よ
う
な
研
究
は
著
者
に
始
ま
る
わ
け
で
は
な
く
︑
例
え
ば
大

桑
斉
に
よ
る
取
り
組
み
が
あ
る
︵
大
桑
﹃
日
本
近
世
の
思
想
と
仏
教
﹄
法
藏

館
︑
一
九
八
九
年
︶
︒
著
者
は
研
究
史
に
触
れ
る
際
︑
近
世
仏
教
の
研
究
は

進
ん
で
い
な
い
と
述
べ
る
︵
三
三
九
～
三
四
〇
・
三
四
二
頁
他
︶
︒
思
想
史

研
究
の
立
場
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑
本
書
の
論

文
の
註
に
挙
が
っ
た
研
究
書
・
論
文
・
史
料
集
の
充
実
ぶ
り
か
ら
も
窺
え
る

よ
う
に
︑
僧
侶
の
思
想
を
含
め
て
史
料
調
査
と
そ
れ
に
基
づ
く
研
究
が
蓄
積

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
︒

こ
う
し
た
先
行
研
究
に
依
拠
し
つ
つ
︑
著
者
は
僧
侶
の
思
想
を
中
心
に
検

討
を
進
め
た
と
言
え
よ
う
︒
本
書
も
多
く
の
僧
侶
ら
の
事
績
に
即
し
て
︑
思

想
史
・
文
化
史
的
事
象
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒
時
折
文
学

的
な
表
現
が
入
る
が
︑
議
論
は
明
快
で
あ
る
︒
そ
の
中
で
︑
儒
者
や
国
学
者

と
共
通
す
る
僧
侶
の
復
古
的
な
志
向
性
が
見
出
さ
れ
︑
そ
れ
が
近
代
仏
教
学

に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
も
展
望
さ
れ
た
︵
二
二
・
三
二
・
六
二
・
七
七
・
三

〇
一
頁
等
︶
︒

キ
リ
ス
ト
教
や
明
末
仏
教
と
の
関
係
を
含
め
て
︑
広
い
視
野
で
論
じ
ら
れ

て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
︒
著
者
は
﹁
日
本
近
世
仏
教
の
研
究
は
︑
中
世
と

近
代
の
仏
教
と
の
内
的
関
連
を
踏
ま
え
な
が
ら
︑
東
ア
ジ
ア
仏
教
思
想
史
と

し
て
進
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
﹂
︵
一
五
〇
～
一
五
一
頁
︶
と
述
べ
︑
﹁
大
き

な
文
化
圏
を
俯
瞰
す
る
思
想
の
視
点
﹂
︵
一
七
〇
頁
︶
を
提
起
す
る
︒

但
し
︑
﹁
中
国
で
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
は
︵
中
略
︶
存
在
論
的
な
争
い

を
繰
り
広
げ
た
が
︑
日
本
で
は
救
済
論
と
し
て
争
う
こ
と
に
な
る
﹂
︵
一
三

五
頁
︶
︑
近
世
日
本
の
排
耶
論
で
は
﹁
明
末
仏
教
の
よ
う
な
宇
宙
論
や
存
在

論
的
な
性
格
は
正
面
に
出
て
こ
な
い
﹂
︵
二
〇
九
頁
︶
と
い
う
記
述
の
よ
う

に
︑
や
や
単
純
す
ぎ
る
対
比
と
思
わ
れ
る
部
分
も
あ
り
︑
検
討
を
要
す
る
︒

例
え
ば
︑
著
者
が
言
及
す
る
以
心
崇
伝
﹃
伴
天
連
追
放
之
文
﹄
中
に
は
﹁
神

は
他
に
求
む
る
も
の
に
あ
ら
ず
︑
人
々
具
足
し
︑
箇
々
円
成
す
﹂
﹁
神
と
仏

と
そ
の
名
異
な
り
て
そ
の
趣
一
な
る
は
﹂
と
の
記
述
も
あ
る
︵
﹃
日
本
思
想

大
系
二
五

キ
リ
シ
タ
ン
書
・
排
耶
書
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
七
〇
年
︑
四
二

〇
頁
︒
も
と
漢
文
︶
︒
同
じ
く
著
者
が
言
及
す
る
林
羅
山
﹃
排
耶
蘇
﹄
は
︑

地
球
や
天
主
を
主
題
と
す
る
も
の
で
︑
近
世
史
研
究
の
黎
明
期
に
も
注
目
さ

れ
て
い
た
︵
内
田
銀
蔵
﹃
日
本
近
世
史
﹄
第
一
巻
上
冊
一
︑
冨
山
房
︑
一
九

〇
三
年
︑
一
〇
二
～
一
〇
六
頁
︶
︒

一
方
︑
超
然
の
議
論
を
引
い
て
幕
末
維
新
期
の
仏
教
排
耶
論
に
お
け
る
虚

空
の
大
道
の
忘
却
が
推
定
さ
れ
る
が
︑
禅
僧
と
は
異
な
る
真
宗
僧
侶
と
し
て

の
彼
の
思
想
的
立
場
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
︒
当
該
期
に
浄
土
宗
僧
侶
の

徹
定
に
よ
っ
て
﹃
原
道
闢
邪
説
﹄
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
︵
一
一
三
頁
︶
は
︑

虚
空
の
大
道
の
再
発
見
と
し
て
の
意
味
を
持
た
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
今

北
洪
川
が
宇
宙
論
的
・
存
在
論
的
な
仏
教
排
耶
論
を
繰
り
広
げ
︑
虚
空
の
中

よ
り
万
物
が
生
ず
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
︵
鈴
木
大
拙
﹃
激
動
期

明
治
の
高
僧

今
北
洪
川
﹄
春
秋
社
︑
一
九
九
二
年
︑
九
八
～
一
〇
二
・
一

八
八
～
一
九
〇
・
二
一
四
～
二
二
五
頁
他
︶
︑
禅
僧
の
議
論
を
参
照
す
る
と

明
治
期
に
か
け
て
の
展
望
は
異
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
︒

右
と
も
関
わ
る
が
︑
著
者
は
近
代
化
に
関
心
を
寄
せ
る
︒
論
文
⑨
・
⑬
で

は
﹁
仏
教
思
想
近
代
化
﹂
が
特
に
意
識
さ
れ
て
い
る
︒
論
文
①
・
②
で
も
︑

富
永
仲
基
と
普
寂
が
﹁
い
わ
ゆ
る
近
代
的
な
意
味
で
の
宗
教
と
科
学
を
峻

別
﹂
し
﹁
仏
教
の
内
な
る
近
代
化
﹂
の
始
点
と
な
っ
た
と
し
て
評
価
さ
れ
る

書 評
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︵
二
七
・
三
二
・
七
三
・
七
七
頁
︶
︒

し
か
し
︑
著
者
は
本
当
に
近
代
化
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒
国

家
・
社
会
・
人
間
の
在
り
方
の
変
化
を
重
視
す
る
歴
史
学
の
立
場
か
ら
は
︑

近
代
化
の
指
標
は
国
民
国
家
化
・
資
本
主
義
化
・
市
民
社
会
化
を
は
じ
め

様
々
に
設
定
で
き
よ
う
が
︑
宗
教
と
科
学
の
峻
別
な
ど
の
合
理
化
は
︑
近
代

化
と
い
っ
た
ん
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
科
学
は
前
近
代
に
も

発
達
し
て
お
り
︑
無
意
味
な
空
間
は
前
近
代
に
も
あ
る
︒
﹁
宗
教
は
個
人
の

内
面
性
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
近
代
的
な
宗
教
概
念
﹂
︵
七
四
頁
︶

と
あ
る
が
︑
近
代
的
と
い
う
よ
り
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
で
あ
ろ
う
︒
そ
も

そ
も
本
書
で
は
﹁
近
代
化
﹂
の
意
味
が
明
確
に
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
︒
著

者
が
念
頭
に
お
く
丸
山
真
男
の
﹁
自
然
﹂
か
ら
﹁
作
為
﹂
へ
と
い
う
議
論

︵
二
一
七
頁
︶
を
含
め
て
︑
吟
味
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

ま
た
︑
世
俗
化
の
議
論
も
気
に
な
る
︒
﹁
俗
人
の
生
活
が
仏
道
修
行
で
あ

る
﹂
と
い
う
思
想
は
︑
著
者
の
定
義
か
ら
し
て
も
果
た
し
て
世
俗
化
な
の
だ

ろ
う
か
︒
ち
な
み
に
評
者
は
︑
宗
教
社
会
学
の
一
部
の
知
見
︵
例
え
ば
︑
ホ

セ
・
カ
サ
ノ
ヴ
ァ
﹃
近
代
世
界
の
公
共
宗
教
﹄
津
城
寛
文
訳
︑
玉
川
大
学
出

版
部
︑
一
九
九
七
年
︑
原
著
一
九
九
四
年
︶
に
学
び
つ
つ
︑
基
本
的
に
は
世

俗
︵
政
治
・
経
済
な
ど
︶
と
宗
教
の
分
離
と
し
て
世
俗
化
を
捉
え
︑
近
世
身

分
制
社
会
に
即
し
て
検
討
し
た
い
と
考
え
て
い
る
︒

関
連
し
て
︑
通
俗
道
徳
の
概
念
規
定
も
課
題
と
な
る
︒
著
者
は
︑
安
丸
良

夫
の
通
俗
道
徳
論
に
言
及
す
る
︵
三
三
九
頁
︶
一
方
で
︑
世
俗
道
徳
の
意
味

で
通
俗
道
徳
の
語
を
用
い
る
神
田
千
里
の
論
文
を
注
記
し
て
︑
中
世
後
期
～

近
世
初
頭
の
思
想
は
﹁
神
仏
に
対
す
る
信
仰
を
説
き
な
が
ら
︑
世
俗
生
活
に

お
け
る
通
俗
道
徳
の
実
行
︑
儒
教
の
五
常
︵
中
略
︶
に
代
表
さ
れ
る
日
常
倫

理
の
重
要
性
を
説
く
﹂
と
論
じ
て
い
る
︵
三
四
一
頁
︶
︒
妥
当
な
議
論
と
思

わ
れ
る
が
︑
通
俗
道
徳
の
語
の
混
用
も
指
摘
で
き
る
︒
通
俗
道
徳
の
概
念
規

定
に
注
意
し
て
議
論
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

最
後
に
︑
日
本
近
世
史
研
究
と
の
架
橋
を
め
ぐ
っ
て
コ
メ
ン
ト
し
た
い
︒

近
世
前
期
に
仏
教
は
社
会
的
地
位
と
経
済
的
安
定
を
獲
得
し
︑
中
期
に
最
盛

期
を
迎
え
︑
後
期
に
退
潮
し
︑
近
世
後
半
の
思
想
的
総
決
算
と
も
言
う
べ
き

廃
仏
毀
釈
と
神
仏
分
離
を
迎
え
︑
困
難
な
近
代
化
の
道
を
歩
み
出
す
と
い
う

著
者
の
ス
ケ
ッ
チ
︵
論
文
①
・
②
の
末
尾
︶
は
︑
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
︒

﹁
仏
教
の
勢
力
が
社
会
的
に
も
思
想
的
に
も
後
退
し
始
め
る
近
世
中
期
以

後
﹂
︵
六
〇
頁
︶
と
の
記
述
も
あ
る
が
︑
こ
う
し
た
判
断
は
︑
仏
教
思
想
の

み
な
ら
ず
僧
侶
・
寺
院
・
教
団
な
ど
を
近
世
の
国
家
・
社
会
に
位
置
づ
け
て

初
め
て
な
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
︒
当
面
は
︑
兼
学
・
兼
行
が
不
可
能
︵
一

五
・
四
二
頁
︶
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
僧
侶
の
多
様
な
思
想
・
運
動
に
つ
い

て
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
が
︑
同
時
に
僧
侶
と
近
世
社
会
と

の
繫
が
り
に
つ
い
て
も
議
論
を
広
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
寺
院
そ
の
他
の
所
蔵

史
料
を
調
査
・
検
討
す
る
こ
と
で
︑
﹁
捨
世
僧
﹂
を
含
む
僧
侶
の
生
活
も
一

層
明
ら
か
に
で
き
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
女
性
を
含
め
た
門
信
徒
の
生

活
︑
或
い
は
幕
藩
領
主
の
動
向
へ
と
︑
議
論
を
架
橋
し
て
ゆ
く
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
︒

︵
Ａ
�
判

四
一
八
頁

二
〇
一
八
年
一
月

法
藏
館

税
別
四
八
〇
〇
円
︶

︵
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
准
教
授
︶
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