
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
二
重
専
修
」

と

「
本
地
垂
遊
」

黒

田

俊

雄

　
【
要
約
】
　
鎌
倉
仏
教
史
の
活
濃
な
鋤
き
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
の
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
新
仏
教
が
箪
新
的
な
性
絡
を
も
つ
て
い
る

と
い
5
場
合
、
そ
の
本
質
は
コ
向
専
修
」
の
論
理
と
し
で
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
は
荘
園
制
社
会
に
お
け
る
下
か
ら
の
多
様
な
闘
争
に
結
合
し

て
そ
の
代
表
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
る
が
、
し
か
し
一
向
専
修
は
所
詮
順
当
に
発
展
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
上
か
ら
の
荘
園
制
秩
序
を
擁
護
す
る
側
か

ら
は
、
　
「
本
地
垂
　
」
の
論
理
が
民
衆
の
願
望
を
把
捉
し
、
低
俗
な
形
で
旧
い
反
動
的
な
イ
デ
ォ
ロ
ギ
を
再
編
す
る
。

　
こ
の
よ
5
な
工
つ
の
対
立
す
る
論
理
の
た
た
か
い
は
、
具
体
的
に
は
各
地
の
社
会
的
特
質
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
種
々
の
梅
雑
な
偏
向
が
生
ま

れ
る
。
本
稿
は
こ
の
こ
と
を
都
市
と
東
国
辺
境
社
会
と
の
い
わ
ば
両
極
端
の
場
合
を
と
り
上
げ
て
分
析
し
、
日
本
思
想
史
上
最
高
の
列
に
位
す
る
と
さ
れ
る

親
鷺
の
思
想
も
鎌
倉
末
期
の
混
濁
し
た
祉
会
に
埋
没
し
て
し
ま
弓
政
治
的
意
味
を
追
究
し
た
。

（309）

一
、
　
「
一
向
專
修
」
に
つ
い
て

二
、
都
市
の
場
合

一二

A
東
国
社
ム
瓜
0
1
－
i
本
地
垂
迩
説
に
つ
い
て
－

四
、
齋
果
国
社
ム
誤
⇔
i
與
安
心
に
つ
い
て
一

五
、
総
　
　
　
括

隅
、
　
＝
向
専
修
」
に
つ
い
て

親
鷺
の
思
想
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
と
社
会
的
基
盤
か
ら
生
・

　
　
　
　
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
錘
迩
」
　
（
黒
閏
）

ま
れ
た
か
、
と
い
う
問
題
は
、
数
年
来
各
方
面
か
ら
論
じ
ら
れ
た
問

題
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
彼
の
思
想
が
、
日
本
の
恩
憩
史
上
最

高
の
系
列
に
位
す
る
鋭
い
自
覚
と
論
理
と
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
が
、
最
近
は
そ
れ
が
親
鷺
の
．
い
か
な
る
祉
会
的
実
践
の
中
で
展
開

し
た
の
か
と
い
う
点
に
ま
で
浮
彫
り
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
思
想
史
の
場
合
、
そ
の
展
開
が
、
政
治
的
。
階
級
的
な
抗
争
の
単
・

純
な
反
映
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
た
た
か
い
を
い
か
に
宗
教
的
真

一



　
　
　
　
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
垂
迩
」
　
（
黒
田
）

理
に
具
現
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
か

の
自
然
法
学
消
息
が
、
“
神
聖
不
拝
”
〃
余
仏
不
信
”
の
問
題
に
つ
い

て
の
悲
壮
な
克
服
の
論
理
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
絶
対
他

力
の
論
理
の
う
る
わ
し
さ
と
し
て
よ
の
も
、
　
「
神
舐
不
拝
・
余
仏
不

信
の
本
質
と
さ
れ
る
変
革
的
原
理
が
正
当
に
評
価
さ
れ
実
践
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

条
件
が
つ
ね
に
充
分
な
成
熱
を
み
な
か
っ
た
」
と
森
龍
吉
氏
が
い
わ

れ
る
そ
の
こ
と
に
、
私
た
ち
の
注
意
を
惹
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
こ
の
こ
と
を
追
究
し
な
い
で
は
親
署
な
い
し
彼
以
降
の
人
女
の

宗
教
恩
想
の
真
実
の
苦
悩
を
説
明
し
得
な
い
の
み
な
ら
ず
、
真
宗
以

外
の
他
の
一
切
．
の
日
本
宗
教
思
想
の
発
展
を
も
規
定
す
る
墓
本
…
問
題

を
見
逃
す
か
ら
で
あ
る
。

　
本
稿
は
こ
の
点
を
迫
節
す
る
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
〃
一
向
専
修
”

と
い
う
こ
と
が
い
か
な
る
基
盤
を
も
ち
ど
の
よ
う
な
敵
対
物
に
直
面

し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
鎌
倉

仏
教
史
を
通
ず
る
最
も
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
た
い
と

思
う
。
た
だ
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
　
〃
一
向
専
修
”
と
い
う
側
颪
に
よ

っ
て
、
鎌
倉
仏
教
愛
を
通
じ
て
相
対
立
す
る
一
方
の
極
を
把
握
し
た

こ
と
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
説
書
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
思

　
0

㌔
う

二

　
そ
れ
は
第
一
に
、
一
向
専
修
は
普
通
念
仏
に
よ
る
往
生
に
つ
い
て

い
わ
れ
る
が
、
粗
雑
な
意
味
で
は
念
仏
以
外
に
つ
い
て
も
い
い
得
る

こ
と
で
あ
る
。
　
た
と
え
ば
　
「
沙
石
集
」
　
の
著
者
無
住
の
考
え
に
よ

れ
ば
、
帰
依
の
対
象
は
観
音
で
あ
っ
て
も
弥
陀
で
あ
っ
て
も
ま
た
地

蔵
・
薬
師
な
ん
で
屯
よ
い
の
ぞ
あ
り
、
単
に
「
専
修
の
本
意
は
一

心
不
乱
の
た
め
な
り
」
と
い
う
意
味
で
曳
行
と
区
別
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
彼
は
そ
う
い
う
実
例
を
挙
げ
て
専
修
を
す
す
め
て
い
る
の
ぞ
あ

②る
。
勿
論
こ
れ
だ
け
で
は
粗
雑
な
常
識
的
な
意
味
の
も
の
で
し
か
な

い
が
、
し
か
し
こ
の
広
さ
は
重
要
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
素
地
の
上

に
親
鷺
・
日
蓮
・
道
元
な
ど
の
余
行
を
排
す
る
純
粋
に
し
て
激
し
い

宗
教
思
想
が
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
浄
土
宗
が
そ
の
う
ち
で
最
も
順

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

調
に
発
展
し
た
高
度
な
代
表
的
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
．
こ
の

意
味
で
一
向
専
修
と
い
う
こ
と
は
、
鎌
倉
薪
仏
教
の
核
心
を
な
す
一

側
面
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
、

　
第
二
に
も
っ
と
大
切
な
こ
と
は
、
一
向
専
修
と
い
う
の
は
、
多
神

観
を
革
馴
硬
し
つ
㌧
そ
れ
を
克
服
す
る
論
理
そ
の
も
の
を
指
す
と
い
う

こ
と
で
あ
る
、
そ
も
そ
も
専
修
念
仏
者
が
弥
陀
土
仏
に
帰
す
る
と
い

（3］O）



う
の
は
、
弥
陀
の
み
に
絶
対
者
と
し
て
の
「
神
絡
」
を
認
め
て
お
り
、

他
の
神
仏
の
存
在
を
否
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
老
年

の
親
鷺
が
、
最
も
深
刻
に
対
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
善
鷺
の

義
絶
問
題
の
際
に
も
コ
ゴ
宝
を
本
と
し
て
三
界
の
諸
天
善
神
、
四
海

の
龍
神
八
部
、
閻
魔
王
界
の
神
祇
冥
道
の
罰
を
親
鷺
か
身
に
こ
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
④

と
く
か
ふ
り
候
へ
し
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
旧
仏
教
諸
宗
と
同

じ
く
一
向
専
修
は
多
神
観
の
上
に
成
立
し
た
。
た
だ
、
こ
の
こ
と
が

大
切
な
の
は
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
先
の
自
覚
と
実
践
の
論
理
に
お
い
て
、

す
な
わ
ち
こ
う
い
っ
た
多
数
の
神
仏
冥
道
の
充
満
し
た
世
界
の
中
に

自
己
を
処
す
る
方
向
に
お
い
て
、
一
向
専
修
は
雑
行
兼
修
の
諸
宗
と

対
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。
雑
行
兼
修
の
場
合
は
数
多
の
仏
菩
薩
は
勿

論
、
時
に
は
我
国
の
諸
神
諸
貴
人
か
ら
怨
霊
を
中
心
と
す
る
神
霊
を

ま
で
拝
礼
す
る
の
で
あ
る
が
、
法
然
は
「
選
択
」
に
よ
っ
て
た
だ
念

仏
の
み
が
凡
夫
往
生
の
正
因
で
あ
る
と
説
ぎ
、
親
鶯
は
「
教
行
信

証
」
に
お
い
て
信
の
証
果
a
内
容
と
し
て
真
仏
土
と
化
身
土
と
を
明

確
に
弁
別
し
た
の
で
あ
マ
て
、
殊
に
神
舐
冥
道
に
つ
い
て
は
化
身
土

巻
末
や
「
愚
禿
悲
歎
述
懐
和
讃
」
の
中
で
は
げ
し
い
句
を
連
ね
て
排

　
　
　
　
　
　
⑤

訳
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
向
専
修
は
、
多
営
営
の
中
で
の
た
た

　
　
　
　
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
垂
蓮
」
　
（
黒
田
）

か
い
と
し
て
の
み
最
も
見
事
な
燦
犬
践
の
論
理
と
し
て
成
立
し
得
た
の

ぞ
あ
る
。
　
「
念
仏
者
は
元
碍
の
一
道
な
り
、
そ
の
い
は
れ
い
か
ん
と

な
ら
ば
、
信
心
の
行
者
に
は
天
神
地
舐
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障

碍
す
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
歎
異
紗
の
条
は
「
善
入
な
お
も
て
往
生

を
と
ぐ
、
い
は
ん
や
悪
人
を
や
」
と
い
う
内
省
的
自
覚
的
な
表
現
よ

り
も
、
は
る
か
に
実
践
的
な
核
心
を
打
出
し
た
側
面
と
し
て
こ
の
場

合
重
要
で
あ
る
（
従
っ
て
親
鷺
の
思
想
の
諸
要
素
諸
側
面
を
こ
の
点

に
結
集
し
て
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
い
ま
そ
こ
ま
で
爵
来
な
い

の
で
省
略
す
る
。
）
。

　
一
向
専
修
と
い
う
形
で
問
題
に
す
る
第
三
の
理
由
は
、
事
理
当
時

で
は
一
向
専
修
と
い
う
形
で
仏
教
界
の
新
傾
向
が
特
に
政
治
的
に
問

題
に
な
っ
て
お
り
、
決
し
て
悪
人
往
生
と
か
在
家
往
生
と
か
そ
の
他

の
面
で
そ
の
よ
う
に
論
．
議
さ
れ
た
の
ぞ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
鎌

倉
時
代
を
通
じ
て
の
念
仏
諸
宗
に
対
す
る
弾
圧
に
は
い
つ
も
「
一
向

衆
」
と
か
「
専
修
念
仏
の
輩
」
と
か
い
う
形
で
い
わ
れ
て
い
た
の
で

あ
り
、
ま
た
沙
石
集
は
「
近
代
」
の
特
質
と
し
て
コ
向
専
修
の
余

を
撃
ち
て
嫌
ふ
風
情
」
を
指
摘
し
て
お
り
そ
の
一
部
と
し
て
「
悪
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

往
生
」
を
把
握
し
て
い
る
、
思
う
に
当
時
新
仏
教
説
に
念
仏
諸
派
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

D思（



　
　
　
　
　
雛
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
等
修
」
と
「
本
地
塞
迩
」
（
黒
田
）

竜
つ
様
た
な
内
容
は
、
世
闘
に
は
一
向
専
修
と
い
う
面
に
集
約
し
て

囁
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
最
も
政
治
問
題
化
し
易
い
神
祇
不
拝
。
余

仏
不
信
も
一
向
専
修
の
直
接
的
内
容
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
“
一
向
専
修
”
は
こ
の
時
代
の
宗
教

思
想
に
お
け
る
基
本
的
な
、
し
か
も
政
治
的
な
結
節
点
と
し
て
、
思

想
界
に
お
け
る
相
対
立
す
る
一
方
の
極
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
く
る

の
で
あ
っ
て
、
森
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
神
紙
漉
拝
・
余
仏
不
乙
の
本
質

と
さ
れ
る
変
革
的
原
理
」
と
は
即
ち
こ
れ
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
、
こ
れ
が
「
正
当
に
評
価
さ
れ
実
践
化
さ
れ
る
条
件
」

が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
、
各
地
域
の
特
質
と
の
関
聯
の
下
に
追
究
し

　
て
み
た
い
と
思
う
。

①｛＠　＠＠＠

手
離
服
黒
氏
「
白
獄
然
法
爾
消
山
息
の
成
立
に
つ
い
て
」
　
（
史
滋
ず
雑
誌
六
〇
一
－

七
）
三
八
頁
。
な
お
こ
の
問
題
は
服
部
之
総
氏
「
親
謄
ノ
ー
ト
」
　
（
正

続
）
、
赤
松
俊
秀
氏
「
親
鍛
…
の
消
繭
息
に
つ
い
て
」
（
史
勝
ず
雑
誌
五
九
－
一

二
）
な
ど
に
密
接
な
関
係
　
が
あ
る
が
、
本
・
丈
各
所
で
触
れ
て
い
る
の
で

省
略
す
る
。

「
沙
石
集
」
、
一
の
十
、
．
八
の
七
。

家
・
氷
三
郎
繊
円
土
　
「
中
世
仏
教
思
想
史
研
究
」
　
山
ハ
三
習
貝
。

血
脈
「
丈
集
第
二
逓
（
真
宗
聖
教
全
漁
自
、
祖
師
部
七
一
八
頁
）
。

「
聖
教
全
書
」
宗
祖
部
一
七
五
頁
以
下
、
及
び
五
二
八
品
等
。

⑥

四

「
沙
石
集
」
心
心
箇
所
。
な
お
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
」

と
い
う
言
葉
も
か
つ
て
は
こ
れ
と
同
■
じ
性
繕
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
れ

る
の
は
興
映
｝
深
い
。
戯
一
智
武
臣
氏
コ
糟
教
主
晶
義
の
一
姿
態
」
　
（
西
洋
　
史

必
ず
凪
）
参
照
。
な
お
麗
脚
註
正
機
の
政
治
的
階
級
い
的
出
息
味
に
つ
い
て
は
、

田
村
円
澄
氏
「
正
人
正
機
説
の
成
立
」
　
（
史
学
雑
誌
六
一
一
一
一
）
に

詳
し
い
。

二
、
都
市
の
場
合

　
こ
こ
で
都
市
と
い
う
場
合
、
本
当
は
古
代
末
期
的
都
市
と
し
て
の

性
格
を
も
つ
京
都
。
奈
良
。
鎌
倉
を
す
べ
て
問
題
に
す
る
必
要
が
あ

る
が
、
い
ま
特
に
宗
教
思
想
の
上
で
重
要
な
役
割
を
果
し
た
京
都
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
こ
の
時
代
の
京
都
の
特
質
は
、
要
す
る
に
全
く
の
行
き
づ
ま
り
と

頽
廃
と
が
支
配
し
て
い
た
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
、
す
で
に
平

安
末
期
以
来
、
京
都
は
過
差
の
流
行
・
風
流
・
殺
人
．
強
盗
。
怨

霊
。
天
災
。
火
災
相
つ
ぎ
、
激
情
と
頽
廃
と
の
末
世
的
風
潮
に
あ
っ

た
が
、
こ
の
こ
と
は
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
も
何
ら
変
る
こ
と
な
く
、

一
層
粗
鵬
珊
さ
え
加
わ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
申
で
特
に
注

意
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
諸
々
の
事
件
の
張
本
が
、
悉
く
と
い
っ
て

（　319．　）



よ
い
ほ
ど
、
貴
族
・
官
人
・
受
領
ら
の
郎
等
・
家
入
・
下
人
等
女
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

お
よ
び
院
附
属
の
細
工
師
以
下
の
職
人
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
こ
れ
は
、
第
一
に
京
都
に
は
貴
族
。
受
領
・
高
僧
な
ど
と
諮
干
の

密
裕
な
商
入
と
を
除
け
ば
、
こ
れ
ら
の
人
達
の
家
父
長
制
的
支
配
下

に
あ
る
郎
等
・
下
入
な
ど
と
本
来
律
令
制
の
晶
部
。
雑
戸
か
ら
発
し

た
心
血
の
工
人
と
の
他
に
都
市
人
口
な
る
も
の
は
な
か
っ
た
に
竜
か

か
わ
ら
ず
、
し
か
竜
第
二
に
そ
の
経
済
的
基
礎
た
る
地
方
の
公
領
荘
．

園
が
次
第
に
侵
略
さ
れ
て
年
々
都
市
全
体
が
窮
追
し
つ
つ
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
第
三
に
そ
れ
故
に
治
安
が
乱
れ
古
代
蒙
族
的
な

統
制
力
も
崩
れ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
来
生
産
的
基
礎
を
撃
た

な
い
京
都
で
は
何
一
つ
薪
し
い
秩
序
を
生
み
禺
す
こ
と
も
な
い
ま
ま

に
、
た
だ
全
体
と
し
て
窮
乏
し
弛
緩
し
頽
廃
し
ゆ
く
他
に
途
が
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
、
こ
う
い
う
所
で
は
、
金
風
と
し
て
い
く
ら
没
落

と
解
体
と
反
抗
と
．
頽
廃
と
を
繰
返
し
た
と
し
て
も
、
所
詮
下
人
・
郎

等
な
ど
は
古
代
蒙
族
的
な
形
式
の
中
に
身
を
定
め
る
以
外
に
他
の
い

か
な
る
方
途
も
見
田
さ
れ
ぬ
と
い
う
全
く
停
滞
的
な
現
象
を
生
み
出

さ
ざ
る
を
得
ず
、
し
か
も
他
方
に
祭
礼
な
ど
を
機
に
集
団
的
示
威
運

動
に
狂
躁
的
に
伽
わ
る
か
或
は
群
盗
に
身
を
投
ず
る
か
し
か
な
か
つ

　
　
　
　
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
垂
迩
」
（
黒
田
）

た
の
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
鎌
倉
時
代
に
は
「
奴
隷
の
叛
乱
」
と
も

い
う
べ
き
中
下
層
民
の
集
団
化
が
顕
著
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
都
市
民
衆
の
状
態
に
比
べ
て
、
貴
族
層
と
で
も
実
質

的
に
は
そ
れ
ほ
ど
異
っ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。
貴
族
層
と
い
う

と
ら
え
方
が
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
中
下
層
の
貴
族
の
中
に
は
鷹

民
の
集
団
行
動
や
群
盗
の
先
頭
に
立
っ
て
さ
わ
ぎ
廻
っ
た
者
が
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
事
は
数
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
た
だ
彼
等
が
も
つ
も
う
一
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

特
質
は
、
石
母
田
正
氏
が
曾
て
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
　
「
貴
族
と
し

て
の
権
威
と
階
級
的
拠
り
所
と
を
喪
っ
た
し
結
果
、
　
「
公
的
共
同
的

意
識
を
欠
如
し
た
」
自
由
で
孤
独
な
個
人
で
あ
る
と
い
う
一
面
で
あ

る
。
こ
れ
は
他
方
に
は
貴
族
で
あ
る
こ
と
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
群
集

の
中
へ
飛
び
こ
ま
せ
る
よ
う
な
「
自
由
」
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
基

本
的
に
は
彼
等
を
孤
独
で
反
省
的
な
魂
の
持
主
た
ら
し
め
た
の
で
あ

り
、
こ
の
後
者
の
側
面
こ
そ
が
狂
躁
的
な
都
市
民
衆
に
対
比
さ
れ
る

貴
族
の
特
徴
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
非
生
産
的
な
、
　
「
末
法
」
的
な
腐
朽
し
つ
つ
あ

る
京
都
の
状
態
に
対
応
す
る
宗
教
意
識
の
特
質
を
な
す
竜
の
は
、
呪

術
的
な
現
世
利
益
、
幻
想
的
激
情
的
な
浄
土
思
想
お
よ
び
哲
学
的
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五

（　313　）



　
　
　
　
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
露
迩
」
　
（
黒
田
）

索
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
次
に
こ
の
こ
と
を
中
下
層
貴
族
の
場
合

と
民
衆
の
場
合
と
に
分
け
て
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
貴
族
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
専
修
念
仏
が
貴

族
的
な
系
列
に
属
す
る
も
の
か
或
は
廉
民
的
な
系
譜
に
属
す
る
も
の

か
と
い
う
点
は
、
親
鶯
の
出
自
の
問
題
に
も
か
ら
む
先
年
来
の
困
難

な
論
詰
ぞ
あ
趨
・
私
は
家
永
博
士
が
説
か
れ
る
よ
う
に
「
蕪
●

親
鷺
の
深
刻
な
否
定
的
精
神
は
や
は
り
平
安
貴
族
の
深
い
有
限
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

自
覚
を
前
提
と
せ
ざ
れ
ば
そ
の
由
来
を
把
握
し
難
い
」
と
考
え
る
が
、

し
か
し
博
士
が
法
然
・
翌
翌
は
庶
民
の
そ
れ
を
「
母
胎
」
と
し
両
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
⑥

の
そ
れ
を
「
綜
合
」
し
た
と
い
わ
れ
る
の
は
、
具
体
的
に
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
か
を
こ
の
際
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
私

は
こ
の
「
母
胎
」
と
い
う
こ
と
に
必
ず
し
も
反
対
し
な
い
が
、
そ
れ

は
先
に
指
摘
し
た
ご
と
く
、
中
下
層
の
貴
族
が
い
よ
い
よ
以
て
古
代
・

末
期
的
都
市
一
般
の
中
に
埋
没
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
鎌
倉
初

中
期
の
階
級
諸
関
係
の
実
情
を
根
本
に
据
え
た
上
で
、
単
に
彼
ら
自

身
の
逼
迫
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
た
と
え
ば
法
然
が
大
乗
円
頓
戒

の
立
役
者
で
あ
っ
て
そ
こ
か
ら
非
入
遊
女
の
往
生
や
専
修
念
仏
に
及

ん
だ
と
い
う
貴
族
葡
立
場
か
ら
の
庶
民
の
往
生
一
専
修
念
依
の
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
六

を
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
有
望
の
場
合
に
し
て
も
、
民
衆
の

味
方
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
意
図
を
も
つ
て
彼
が
貴
族
の
末
輩
で

あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
な
論
説
は
、
必
ず
し
も
重
大
な
意

味
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
　
「
俗
姓
は
藤
．
原
氏
天
測
屋
根
尊
二
十
一

世
の
黄
喬
大
織
冠
（
註
略
）
の
玄
孫
近
衛
大
将
右
大
臣
（
割
識
略
）
従

一
位
内
麿
公
（
割
註
略
）
六
代
の
後
胤
弼
宰
相
有
国
取
五
代
の
孫
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

太
后
宮
大
進
有
範
の
子
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
中
沢
見
朗
氏
以
来

　
　
　
⑧

の
論
争
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
更
に
研
究
さ
れ
て
然
る
べ
き
で

あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
に
し
て
も
墨
縄
が
い
う
よ
う
に
「
し

か
あ
れ
ば
朝
廷
に
つ
か
え
て
霜
雪
を
も
い
た
だ
き
、
射
山
に
わ
し
り

て
栄
華
を
も
ひ
ら
く
べ
奮
し
緬
」
で
あ
っ
た
か
ど
・
う
か
は
・
こ
の

時
代
の
実
情
か
ら
考
え
れ
ば
甚
だ
疑
わ
し
い
の
で
あ
っ
て
、
　
「
御
伝

紗
」
を
承
認
し
た
と
こ
ろ
で
親
鶯
が
高
貴
の
身
で
あ
る
こ
と
に
も
な

ら
な
い
と
思
う
。
私
の
考
え
で
は
赤
松
俊
秀
氏
が
い
わ
れ
る
如
く
、

親
鷺
が
貴
族
の
末
商
ぞ
あ
っ
た
と
し
て
も
以
上
の
点
か
ら
も
素
直
に

受
取
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
第
一
に
、
当
時
の
都
市
民
衆
と
い

う
も
の
が
先
に
の
べ
た
理
由
か
ら
（
親
鷺
の
よ
う
な
）
反
省
的
な
思

想
を
生
み
出
す
基
礎
を
も
た
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
親
骨
の
思
想
鳳

（314）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

明
ら
か
に
関
東
在
住
中
又
は
帰
洛
後
に
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
農
村
的
条
件
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

第
三
に
、
帰
洛
後
の
親
繕
な
い
し
覚
僖
、
覚
如
な
ど
が
「
親
筆
討
入

の
田
舎
の
門
弟
」
以
外
に
ほ
と
ん
ど
京
都
に
支
持
者
も
門
弟
も
も
た

　
　
⑪

ぬ
こ
と
、
第
四
に
、
法
然
親
鷺
の
如
く
「
純
粋
に
」
思
想
を
発
展
さ
せ

る
も
の
が
親
轡
…
以
後
も
は
や
現
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
中
下
層
の
貴

族
が
次
第
に
都
市
民
の
中
に
解
消
し
た
た
め
と
み
ら
れ
る
こ
と
、
な

ど
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
湿
糠
は
少
く
と
も
都
市
庶
民
層
を
代

表
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
平
安
貴
族
の
最
後
の
華
で
あ
っ
た

と
い
う
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
法
然
や
親
電
を
論
ず
る
の
が
本
稿
の

目
的
で
は
な
い
か
ら
、
詳
し
く
立
入
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
が
、
こ
れ

は
法
然
な
い
し
浄
土
宗
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
有
名
な

興
福
寺
秦
状
が
「
洛
辺
近
国
猶
以
尋
常
、
至
干
北
陸
東
海
等
諸
国
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

者
、
専
修
僧
尼
盛
以
二
此
皆
一
云
々
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
は
じ
め

か
ら
專
修
念
仏
が
農
村
を
基
．
盤
に
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
こ
の
点
に
こ
そ
本
当
の
「
綜
合
」
の
意
味
が
あ
る
。
法
然
・
親

鶯
の
宗
教
が
「
狂
躁
的
・
呪
術
的
」
な
念
仏
を
も
そ
の
申
に
導
入
し

高
め
る
程
の
も
の
で
あ
っ
た
以
上
、
都
市
昆
衆
の
中
に
専
修
念
仏
者

　
　
　
　
燃
鎌
倉
…
仏
嗣
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
垂
蓬
」
　
（
黒
国
）

が
存
在
し
た
に
し
て
も
怪
し
む
に
足
り
な
い
が
、
総
じ
て
専
修
念
仏

が
都
市
に
足
場
を
も
ち
得
た
の
は
早
ぐ
て
｛
至
町
時
代
へ
入
っ
て
か
ら

　
　
　
　
⑱

な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
皇
族
の
場
合
に
比
べ
て
民
衆
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ

た
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
特
徴
は
、
祭
礼
の
風
流
や
種
々

の
講
お
よ
び
念
仏
会
な
ど
に
み
ら
れ
る
狂
躁
的
・
呪
術
的
な
、
且
群

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇

集
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
う
し
た
状
態
に
つ
い
て
は
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

で
に
村
山
修
一
氏
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
か
ら
こ
こ
で
は
一
々
列

挙
し
な
い
が
、
た
だ
問
題
は
、
そ
れ
ら
の
中
に
一
向
専
修
に
み
ら
れ

る
謡
う
な
発
展
的
な
方
向
或
は
そ
の
繭
芽
を
含
ん
で
い
た
か
ど
う
か

で
あ
る
。

　
こ
の
時
代
に
最
も
盛
に
行
わ
れ
た
も
の
に
太
子
講
、
す
な
わ
ち
聖

徳
太
子
を
讃
仰
す
る
講
が
あ
る
。
凡
そ
聖
徳
太
子
が
讃
仰
せ
ら
れ
る

の
は
、
救
世
観
音
の
化
身
と
し
て
太
子
が
日
本
に
垂
値
し
て
、
日
本

仏
教
の
始
祖
と
な
っ
た
、
と
い
う
信
仰
に
よ
る
が
、
そ
の
場
合
こ
の

信
仰
が
末
法
思
想
と
結
合
し
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
新
旧
仏

教
各
派
ほ
と
ん
ど
が
同
様
な
太
子
観
を
も
つ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
末
法
思
想
ほ
ど
当
時
の
末
期
的
な
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
塞
蓬
」
　
（
黒
聞
）

昆
全
部
に
と
っ
て
全
面
的
に
共
遍
し
て
受
取
ら
れ
る
も
の
は
な
か
っ

た
と
み
ら
れ
、
且
前
述
の
都
市
の
現
実
か
ら
当
然
首
肯
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
た
だ
し
か
し
、
太
子
信
仰
が
末
法
思
想
以
上
の
竜
の

を
生
み
だ
す
形
で
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
に
問
題
が
あ
る
。
こ
の
点
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

親
磁
に
し
て
も
口
蓮
に
し
て
も
太
子
を
讃
仰
し
て
は
い
る
が
そ
れ
は

彼
ら
が
末
法
恩
想
の
上
に
そ
れ
を
切
開
く
論
理
を
創
造
し
て
い
っ
た

と
同
じ
く
広
汎
な
大
衆
的
基
盤
の
上
に
立
っ
て
い
た
と
い
う
だ
け
の

こ
と
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
思
想
体
系
か
ら
み
れ
ば
あ
く
ま
で
傍
系
的

な
側
面
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
．
と
こ
ろ
が
旧
仏
教
側
に
よ
っ

て
成
っ
た
と
み
ら
れ
る
諸
種
の
太
子
講
式
で
は
、
太
子
の
生
涯
の
神

秘
不
可
思
議
を
強
調
し
、
太
子
の
恩
穂
に
廻
向
発
願
す
べ
き
を
説
く

　
　
　
　
⑭

の
で
あ
っ
て
、
所
詮
現
世
利
益
を
醸
う
呪
術
な
い
し
エ
ク
ス
タ
シ
ー

か
ら
一
歩
轟
轟
な
い
の
で
あ
り
、
換
…
冨
す
れ
ば
、
末
法
思
想
に
対
応

す
る
だ
け
で
そ
れ
を
克
服
す
る
契
機
を
全
然
含
ま
な
い
も
の
な
の
で

あ
る
．
し
か
竜
か
か
る
利
益
本
位
の
呪
術
性
は
、
当
時
彼
ら
の
一
部

か
ら
成
長
し
つ
つ
あ
っ
た
寄
生
的
な
商
人
層
の
願
望
に
も
応
ず
る
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
に
日
蓮
宗
の
特
異
な
性
格
と
社
会
的
基
盤

と
集
質
的
至
言
関
聯
し
て
く
る
の
ぞ
轡
。
け
れ
ど
岬
、
全
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
叙

し
て
は
富
裕
な
商
人
と
貧
窮
化
し
た
都
市
下
層
民
は
表
面
的
に
は
富

を
め
ぐ
っ
て
殺
人
強
盗
の
泥
沼
の
争
を
つ
づ
け
な
が
ら
結
局
同
じ
も

の
を
礼
拝
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
っ
た
事
情
か
ら
都
市
民
衆
は
、
当
然
旧
仏
教
の
最
適
の
温

床
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
旧
仏
教
は
意
識
的
に

こ
の
民
衆
の
心
情
を
組
織
し
た
。
旧
仏
教
の
復
興
・
民
衆
化
と
い
わ

れ
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、
単
に
観
音
・
地
蔵
。
弥
勤
な
ど
自
己

の
側
の
雑
多
な
仏
菩
薩
の
方
向
へ
組
織
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
大
小

神
祇
や
自
然
物
の
精
…
霊
か
ら
怨
霊
に
至
る
ま
で
す
べ
て
取
扱
う
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
長
講
仁
王
経
般
若
経
会
式
」
と

い
う
も
の
に
は
、
天
神
地
砥
や
「
水
陸
原
沢
一
切
ノ
精
」
は
勿
論
、

上
之
太
子
御
霊
か
ら
伊
豫
親
王
の
怨
霊
、
　
「
結
恨
横
死
古
今
ノ
霊
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

乃
至
一
切
ノ
精
霊
等
」
ま
で
も
挙
げ
て
　
「
我
等
至
心
弘
誓
」
　
す
べ

　
　
　
　
　
⑲

し
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
神
道
集
」
で
は
平
安
時
代
の
最
も
有
名
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

怨
霊
た
る
菅
原
道
真
は
、
鎌
倉
末
期
に
は
「
本
朝
不
思
議
、
和
光
垂

ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
セ
ハ

迩
力
」
と
い
わ
れ
る
才
の
持
主
と
な
っ
て
、
そ
の
和
歌
は
「
絵
馬
書
起

セ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

護
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
．
更
に
複
雑
な
例
と
し
て
稲
荷
大
明
神
に

　
　
⑳
　
　
　
ニ
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
キ

つ
い
て
「
霞
内
証
功
、
外
用
徳
有
、
先
外
用
徳
者
、
一
階
諸
病
除
二

（3！6）



　
　
　
デ
シ
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ノ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
レ
カ
　
　
　
　
　
　
ノ
ニ

者
福
徳
得
…
…
（
申
略
）
此
如
十
九
種
一
切
霊
験
、
何
一
切
衆
生
願

　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

非
」
と
、
「
慧
処
、
本
尊
虚
無
勝
利
、
既
利
益
莫
大
」
な
る
こ
と
を

説
く
か
と
思
え
ば
、
稲
荷
大
明
神
と
辰
狐
と
の
本
地
仏
を
挙
げ
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
レ
ト
モ
　
　

ヲ
サ
ル
ヵ
ニ
　
　
　
ェ
　
　
　
ス
　
　
　
ク
ヘ
シ
ク
ヘ
シ
シ
ム
ヘ
シ

の
功
徳
を
説
い
て
　
「
而
此
法
p
知
一
故
六
道
流
転
：
；
：
歎
　
歎
　
悲

シ
ム
ヘ
シ
　
　
　
ヲ
ハ
ス
ン
ハ
ノ
カ
　
ヲ
ス
ヘ
ギ
　
　
　
　
　
　
　

キ
ュ
ア
ラ
ス
ノ

悲
　
今
度
生
死
厭
　
何
時
仏
世
期
」
と
い
い
更
に
「
浄
土
遠
　
心
王

　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
リ

遍
照
也
、
聖
衆
近
在
心
血
曼
陀
也
」
と
密
教
的
即
身
成
仏
の
浄
土
欣

求
愚
書
き
つ
ら
ね
る
。
な
お
こ
の
現
世
利
益
と
浄
土
礼
讃
の
他
に
、

本
来
の
田
の
神
の
信
仰
と
狐
に
つ
い
て
の
神
秘
観
が
含
ま
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
結
局
は
「
惣
此
明
神
、
応
莞
陸
陸
力
用

尭
量
也
云
た
」
と
い
う
形
ぞ
総
括
す
る
よ
り
他
な
い
一
切
を
含
め
た

没
論
理
的
な
呪
術
と
祈
薦
の
神
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
う
し

て
俗
信
と
か
ら
ま
り
つ
つ
生
ま
れ
て
く
る
救
済
の
要
求
を
結
局
現
世

利
益
の
段
階
に
低
迷
さ
せ
た
の
で
あ
9
、
専
修
念
仏
が
徹
底
的
に
天

神
地
砥
を
排
し
て
一
神
教
的
な
方
向
へ
民
衆
を
指
導
す
べ
く
努
力
し

た
の
と
反
対
に
、
　
「
呪
術
」
の
衣
を
ま
と
っ
て
現
わ
れ
る
願
望
を
神

秘
的
な
聡
晦
論
に
導
い
て
演
芸
の
温
存
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
け
れ
ど
も
暴
本
的
な
問
題
は
や
は
夢
都
市
民
衆
に
あ
る
。
繰
返
し

い
え
ば
、
彼
わ
葭
身
荘
園
制
社
会
の
中
心
と
し
て
の
ゆ
き
づ
ま
っ
た

　
　
　
　
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
露
泌
」
　
（
黒
田
）

古
代
都
市
の
中
ぞ
腐
朽
し
苦
悶
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
た
た
か
い
打

倒
す
る
論
理
を
把
持
す
る
物
質
的
基
礎
を
も
た
ず
、
い
か
に
群
集
的

な
動
き
と
な
っ
て
竜
所
詮
「
奴
隷
の
叛
乱
」
の
域
を
出
な
い
低
俗
と

混
迷
に
陥
る
だ
け
で
、
反
っ
て
古
代
政
権
と
不
離
一
体
の
旧
仏
教
の

側
に
組
織
さ
れ
そ
の
存
続
の
新
た
な
る
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

①
村
山
修
一
氏
「
鎌
倉
時
代
の
庶
民
生
活
」
所
取
第
二
論
丈
。
第
四
節
及

　
　
第
六
飾
。
な
お
本
節
は
村
山
民
の
右
書
に
負
う
所
が
多
い
。

②
　
村
山
氏
中
藍
右

③
　
　
「
宇
津
保
一
物
舐
叩
に
つ
い
て
の
鮎
見
書
」
（
雁
μ
史
巌
ず
研
一
究
、
　
一
　
一
五
・
山
一
二
）

④
井
上
光
貞
氏
「
藤
原
時
代
の
浄
土
教
」
（
歴
史
学
研
究
；
二
号
）
。
家

　
　
永
三
郎
博
士
「
町
上
氏
の
『
藤
原
時
代
の
浄
土
教
』
に
唇
う
」
　
（
同
一

　
　
三
三
号
）
。
服
部
・
赤
「
松
両
氏
直
々
掲
蚤
駒
隙
。
井
上
・
家
永
両
氏
の
間
の

　
　
問
題
は
、
意
志
的
な
「
信
」
を
基
調
と
す
る
法
然
・
三
二
の
恩
想
が
静

　
　
的
・
情
緒
的
な
貴
族
社
会
の
念
仏
か
ら
く
る
か
、
狂
躁
的
・
呪
術
的
な

　
　
庶
民
社
会
の
そ
れ
か
ら
く
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

⑤
⑥
　
家
永
博
士
、
宕
辞
彙

⑦
③
　
「
御
伝
臥
し
　
（
聖
教
心
証
・
列
祖
部
六
三
九
頁
）
。

⑨
中
沢
見
明
氏
「
史
上
の
競
騰
」
及
び
先
掲
服
部
・
赤
松
両
氏
の
論
争
等
。

⑩
　
　
「
教
行
信
証
」
の
「
元
仁
元
年
」
が
三
願
転
入
の
年
を
示
す
竜
の
か
ど

　
　
う
か
は
論
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
恵
信
頸
丈
書
の
チ
部
読
経

　
　
の
発
願
と
中
止
、
十
七
年
後
の
病
臥
の
話
な
ど
を
考
え
て
も
、
彼
一
の
思

ゴL

（317）



fivb　＠＠

簾
會
仏
教
に
お
け
る
⊃
向
専
修
」
と
「
本
地
蕪
迩
」
（
黒
田
）

想
が
膿
聾
果
庇
佐
中
に
鍛
え
ら
れ
て
い
っ
た
こ
乏
が
わ
か
る
（
家
・
氷
傍
貯

士
、
　
「
親
聯
爺
窯
人
行
実
」
ナ
六
、
一
、
コ
、
二
五
、
三
一
．
頁
等
）
．
．

辻
善
之
助
博
士
「
日
本
仏
教
史
」
巾
世
篇
之
一
、
四
〇
〇
頁
以
下
。

「
奏
状
」
第
八
損
釈
油
鼠
の
条
。

従
裏
専
修
念
仏
は
部
鄙
民
衆
に
粛
ハ
容
せ
ら
れ
た
と
種
馬
と
｝
説
か
れ
て
い

た
が
、
こ
の
こ
と
を
七
百
的
に
論
証
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
は
、
田
村
円

澄
氏
だ
け
で
あ
U
、
（
同
氏
「
専
修
ム
芯
仏
の
藤
恋
谷
過
程
」
麻
埠
史
滋
子
研
究
・

一
五
四
号
）
専
修
念
仏
の
階
級
的
政
濃
的
意
諮
ハ
を
噛
遣
究
さ
れ
た
占
崩
で
血
貝

重
な
業
一
瓢
で
あ
る
。
け
れ
．
ど
も
氏
が
専
修
秘
仏
は
管
以
族
に
排
斥
さ
れ
都

市
庶
民
に
受
容
さ
れ
た
と
さ
れ
る
の
に
は
私
は
反
対
で
あ
る
か
ら
こ
の

点
を
弁
明
1
1
て
お
き
た
い
。

　
そ
れ
は
第
一
に
、
田
村
氏
が
貴
族
が
専
修
へ
芯
仏
を
排
し
た
こ
と
の
例

証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
ほ
と
ん
ど
趣
く
上
流
の
貴
族
で
あ
る
が
、

か
か
る
上
流
貴
族
の
行
動
が
当
時
決
し
て
貴
族
層
全
体
の
指
標
と
な
り

得
な
い
の
み
な
ら
ず
、
兼
実
の
第
三
子
良
輔
が
四
天
王
寺
の
念
仏
に
結

縁
せ
ん
と
し
て
反
対
さ
れ
た
例
は
、
反
っ
て
貴
族
麟
内
部
に
微
妙
な
矛

盾
胴
を
は
ら
み
、
特
に
中
下
層
の
嵐
叉
族
が
専
修
念
仏
の
側
へ
付
こ
う
と
し

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
飲
恥
二
に
、
都
㎜
市
庶
民
の
斗
い
と
専
修
念
仏

と
が
結
含
す
る
形
で
受
容
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
例
証
と
し
て

挙
げ
ら
れ
た
姦
豫
三
年
の
専
修
念
仏
弾
圧
事
件
の
記
事
か
ら
は
積
趣
的

な
徴
証
は
何
一
つ
見
当
ら
な
い
。
明
月
記
に
み
え
る
念
仏
者
が
群
盗
を

麦
持
し
た
嫌
疑
と
い
う
理
由
は
根
拠
曖
昧
で
、
支
配
者
が
常
に
陥
る
幻

覚
で
あ
η
ま
た
常
と
う
的
な
弾
圧
の
口
婁
で
し
か
な
い
と
窪
み
ら
れ
る
。

＠＠＠

一
〇

ま
た
三
園
領
内
に
お
い
て
専
修
念
仏
者
の
住
宅
が
法
主
検
討
を
受
け
た

と
い
う
八
坂
三
社
の
記
録
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
の
康
永
二
年
三
月
の

注
進
状
は
「
祇
園
社
内
犯
科
人
跡
不
及
使
庁
綺
、
社
家
致
其
沙
汰
勘
例
」

を
承
久
以
后
暦
応
ま
で
の
間
五
八
件
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
鎌

倉
中
期
以
降
微
細
な
犯
科
五
八
件
も
の
多
数
を
挙
げ
な
が
ら
導
修
念
仏

に
つ
い
て
は
喜
簸
　
九
仙
ヰ
の
こ
の
条
だ
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

群
集
的
狂
躁
的
な
念
仏
集
会
で
な
し
に
専
修
念
仏
が
、
ど
れ
ほ
ど
ま
で

に
都
市
庶
民
の
閥
に
受
容
さ
れ
た
か
甚
だ
疑
わ
し
い
と
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
浄
土
宗
の
在
京
諸
派
も
ほ
と
ん
ど
宮
廷
と
の
接
近
に
よ
っ
て
存
続

を
保
っ
て
い
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
一
振
村
氏
の
所
説
に
対
し
揚
足

と
U
の
よ
う
で
非
礼
で
あ
る
が
、
実
は
氏
の
根
拠
と
さ
れ
た
も
の
は
反

っ
て
積
極
約
に
反
対
説
の
論
拠
と
な
り
得
る
も
の
だ
と
考
え
る
の
で
、

敢
て
長
文
を
註
し
た
次
第
で
あ
る
。

　
な
お
豊
田
武
氏
は
漁
土
宗
・
真
宗
の
「
信
証
に
多
数
の
商
工
業
者
が

あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
が
し
か
し
「
充
分
な
史
料
を
探
す
こ
と
が
脚
来
な

か
っ
た
」
と
記
し
て
お
ら
れ
る
（
同
氏
「
日
本
商
人
史
」
中
世
篇
二
三

一
頁
）
。
念
仏
者
が
都
鄙
に
充
満
す
る
（
新
編
追
加
）
と
い
う
様
な
表
現

は
当
時
の
記
録
に
散
見
す
る
が
、
念
仏
勧
進
な
ど
の
群
輿
的
狂
躁
的
な

も
の
を
専
修
念
仏
と
区
別
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
い
う
ま
で
も

な
い
。

村
山
氏
・
前
掲
書
・
第
一
論
丈
。

辻
博
士
・
幽
剛
掲
書
一
二
八
頁
以
下
参
照
。

村
山
氏
晶
剛
葉
者
三
五
一
八
頁
。
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⑭qg　＠⑳

家
永
博
士
・
晶
晶
椙
｝
書
所
収
「
日
蓮
の
宗
教
の
成
立
に
関
す
る
思
想
史
的

考
慾
…
」
を
み
よ
。
祈
蕎
桝
教
的
性
絡
腿
や
本
地
藁
穐
迦
説
の
継
唖
京
等
々
の
弱
占
…

を
残
し
な
が
ら
し
か
も
浄
土
宗
を
裏
返
し
た
性
格
を
も
つ
て
い
る
こ
と

が
鮮
か
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
事
を
盛
土
宗
に
対
抗
す
る

側
面
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
日
像
以
降
の
京
都
の
日
薄
宗
の
商
人
と
の

結
合
の
事
実
と
の
関
連
の
も
と
に
と
ら
え
る
ζ
と
が
必
要
で
あ
る
．
、

村
山
氏
・
前
掲
書
二
四
i
七
頁
。

「
憩
道
集
」
（
横
山
重
氏
編
・
彰
考
館
本
写
真
版
－
以
下
同
じ
一
）

三
八
○
頁
、
四
二
四
頁
。
な
お
和
歌
の
霊
験
を
説
く
の
は
こ
の
時
代
に

広
く
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

同
右
、
、
一
一
二
頁
以
下
。

三
、
東
国
社
会
e
－
本
地
垂
　
説
に
つ
い
て
一

、
古
代
末
期
の
都
市
と
し
て
の
京
都
が
、
上
述
の
よ
う
な
社
会
的
特

質
と
そ
れ
に
対
応
し
た
宗
教
意
識
並
び
に
形
態
と
を
も
っ
て
い
る
に

対
し
、
い
わ
ゆ
る
辺
境
地
帯
と
さ
れ
る
東
国
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
い
ま
京
都
に
お
け
る
現
世
利
益
を
「
神
道
集
」
に
よ
っ
て

例
示
し
た
が
、
同
じ
く
「
神
道
集
」
に
よ
っ
て
東
国
の
場
合
を
検
討

し
、
・
旧
仏
教
特
に
本
地
無
述
説
に
つ
い
て
の
べ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
神
道
集
」
に
収
録
さ
れ
た
こ
の
地
方
の
平
起
の
特
色
を
な
す
竜
の

　
　
　
　
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
垂
蓮
」
（
黒
照
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

は
、
豊
富
な
民
闇
説
話
で
あ
る
、
す
で
に
響
岩
な
甲
賀
三
郎
の
物
語

を
は
じ
め
、
赤
城
、
伊
香
保
、
那
波
大
明
神
等
六
の
民
聞
説
話
は
、

稲
荷
・
砥
園
・
北
野
な
ど
畿
内
の
諸
社
が
多
く
「
利
益
」
の
内
容
に

つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
の
と
顕
著
な
対
比
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
、

後
に
の
べ
る
よ
う
に
本
書
は
神
女
の
本
地
を
説
く
こ
と
に
附
会
的
と

感
じ
ら
れ
る
程
に
努
力
し
て
い
る
の
ぞ
あ
る
が
、
畿
内
の
場
合
は
比

較
的
に
無
理
な
く
掛
来
て
い
る
が
、
東
国
の
場
合
は
神
々
が
全
面
に

出
て
し
ま
っ
て
本
地
仏
の
こ
と
は
申
訳
け
程
度
に
し
か
み
え
な
い
。

つ
ま
り
在
地
的
な
民
閥
説
話
が
中
央
貴
族
の
政
治
や
十
徳
な
教
説
に

よ
つ
て
分
解
さ
れ
脚
色
さ
れ
る
こ
と
少
く
、
自
然
成
長
的
に
発
達
し

て
い
た
の
が
東
国
説
話
の
特
質
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
が
か
る
東
国
説
話
の
神
々
に
つ
い
て
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
特
色
は
、

い
わ
ば
惣
領
制
の
型
に
は
ま
っ
た
表
現
が
普
通
で
あ
る
。
た
と
え
ば

　
（
群
）
　
　
・
ハ
〔
群
）
ノ
　
　
与
ケ
ル
　
　
　
　
　
　
ク
雫
シ
　
　
ノ
ス
ユ

　
郡
馬
添
地
頭
荒
馬
大
夫
満
行
申
（
申
略
）
満
行
墓
死
成
後
、
郡
馬
客
人

　
　
テ
セ
セ
リ
　
ノ
ニ
　
　
　
ハ
　
　
　
　
　

ニ
ノ
　
ワ
シ
テ
ノ
　
ケ
リ
　
ニ
　
ハ

　
分
知
行
、
其
中
八
郎
満
胤
容
顔
美
麗
－
…
故
都
出
仕
．
豊
代
宮
、
故
乱
行

　
　
　
ヲ
　
　
禺
テ
　
　
　
　
ス
セ
り
③

　
此
子
惣
領
立
舎
兄
七
人
腋
9

と
い
う
よ
う
に
、
典
型
的
な
惣
領
制
理
念
の
上
に
話
が
展
開
す
る
の

で
あ
っ
て
、
古
来
の
末
子
成
功
謬
の
形
式
も
こ
う
い
っ
た
形
で
適
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
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鎌
倉
仏
国
に
け
お
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
垂
蓬
」
　
（
黒
田
）

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
も
っ
と
大
切
な
の
は
、
表
現
形
式
で
な
く

て
説
話
の
内
容
そ
れ
自
．
体
と
し
て
、
霊
肉
が
一
族
で
あ
る
こ
と
が
説

か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
伊
香
保
大
明
神
の
磐
属
は
、

高
光
中
納
言
の
北
の
方
、
乳
母
の
大
夫
、
そ
の
女
房
、
御
妹
、
御
姉
、

　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

比
論
な
ど
が
神
々
と
顕
れ
た
竜
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た

　
　
・
、
・
ノ
　
　
ト
又
ハ
・
、
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
ノ
　
　
・
　
ノ
野
リ
⑤

　
抑
堂
廊
保
大
明
神
申
赤
城
の
大
明
神
御
妹
、
高
野
辺
大
将
殿
第
三
姫

と
い
う
よ
う
に
諸
所
の
神
々
の
旗
挙
関
係
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
血
緑

関
係
ば
か
り
で
な
く
説
話
の
筋
に
も
相
互
の
関
聯
が
あ
る
。
な
が
く

な
る
か
ら
内
容
は
挙
げ
な
い
が
、
赤
城
三
所
閣
神
相
互
の
よ
う
な
場

⑥合
は
勿
論
、
赤
城
大
明
神
i
鉾
大
明
神
一
諏
訪
大
明
神
と
い
う

　
　
⑦

よ
う
に
信
濃
・
上
野
一
帯
の
説
話
が
連
続
し
、
ま
た
諏
訪
大
明
神
の

縁
起
が
大
勲
。
近
江
。
信
濃
な
ど
に
ま
た
が
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い

っ
た
事
情
は
、
伝
承
の
混
合
や
伝
播
の
系
路
、
或
は
筆
者
の
個
人
的

慕
情
な
ど
の
複
雑
な
問
題
を
考
慮
に
い
れ
て
細
密
に
論
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
こ
の
時
代
に
こ
う
い
う
一
連
の
説
話
群
が

存
在
し
た
こ
と
は
纂
実
と
み
て
よ
く
、
且
こ
れ
が
惣
領
制
的
な
族
的

理
念
に
よ
つ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
さ
れ
る
。

　
か
か
る
惣
領
制
的
社
会
関
係
を
反
映
し
た
説
話
群
が
、
こ
の
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一

に
発
展
し
た
こ
と
は
勿
論
偶
然
で
は
な
い
。
上
野
が
新
田
。
足
利
な

ど
巨
大
豪
族
の
発
祥
地
で
あ
り
、
ま
た
信
濃
が
北
条
氏
の
最
後
の
拠

⑥点
で
あ
り
、
更
に
ま
た
東
山
道
一
帯
、
特
に
上
野
・
信
濃
両
国
が
交

　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

通
上
に
も
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
し
か
も
鎌
倉
後
半
期
に
は
次
節
に

の
べ
る
如
く
、
惣
領
制
は
崩
壊
は
し
な
い
が
内
部
の
諸
階
層
の
動
き

が
活
澱
化
し
て
旧
来
の
枠
を
こ
え
る
よ
う
な
横
の
交
渉
が
拡
大
さ
れ

る
一
と
い
う
よ
う
な
諸
事
情
を
奪
え
れ
ば
、
極
め
て
自
然
に
納
得

来
る
こ
と
で
あ
る
。

　
東
国
の
神
々
に
つ
い
て
第
二
に
指
摘
出
来
る
特
質
は
次
の
点
で
あ

る
。
ま
ず
こ
れ
ら
の
神
々
は
抽
象
的
な
理
念
や
絶
対
者
の
意
味
で
の

神
格
で
は
な
く
て
素
朴
な
心
情
を
も
つ
た
人
間
的
な
神
女
で
あ
る
。

入
闇
的
と
い
う
よ
り
は
本
来
人
間
で
あ
っ
て
神
と
な
っ
て
か
ら
も
人

閥
的
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
大
昔
の
さ
る
一
族
が
全
部
神
に
な
っ
て

あ
の
山
こ
の
沼
の
守
護
神
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
神
に
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

て
か
ら
も
嫉
妬
し
た
り
争
っ
た
り
す
る
上
に
、
人
闇
の
社
会
へ
入
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

こ
ん
で
き
て
人
闇
ど
戦
っ
た
り
守
っ
た
り
或
は
恐
れ
さ
せ
た
り
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

一
種
の
精
霊
ぞ
あ
り
、
仏
法
聴
問
の
た
め
に
集
っ
た
り
す
る
も
の
で
、

決
し
て
仏
菩
薩
と
同
誌
の
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
．
て
は
神
は

（32・O）



人
闇
の
現
実
界
か
ら
分
離
さ
れ
ず
、
神
話
は
伝
説
（
な
い
し
歴
史
」

と
未
分
化
で
あ
る
。
極
言
す
れ
ば
、
か
か
る
神
話
は
人
間
社
会
に
つ

い
て
の
文
学
的
創
作
で
あ
り
、
呪
術
は
生
産
と
生
活
に
根
ざ
す
奔
放

な
空
想
で
あ
っ
て
、
こ
れ
自
体
か
ら
は
仏
鞍
的
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
展

開
す
る
余
地
の
な
い
も
の
で
あ
る
．
尤
も
「
神
道
集
」
で
は
こ
う
い

う
神
々
が
山
に
鎮
る
段
に
な
る
と
急
に
世
を
は
か
ん
で
五
十
六
億
七

千
万
歳
の
未
来
に
救
済
を
願
っ
て
仏
に
な
る
ま
で
の
仮
の
姿
と
い
う

調
子
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
運
び
方
が
生
ま
れ
る
の
も
神
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

人
間
の
文
学
的
投
影
像
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
う
い
う
素
朴
な
．
神
々
に
つ
い
て
も
、
　
「
神
道
集
」
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ

砥
園
社
や
熊
野
権
現
と
同
じ
く
、
そ
の
霊
験
を
説
き
「
夫
以
神
開
神

　
ノ
　
ハ
　
ナ
リ
　
（
仏
善
薩
）
ノ
　
ハ
　
　
ナ
リ
　
ニ
　
ル

道
本
地
鼠
仏
菩
薩
、

　
　
　
　
　
　
　
　
々
女
遊
化
神
明
道
、
当
レ
知
神
明
者
仏
神
同
讐
、

　
　
　
　
　
⑪

眼
目
異
名
而
已
」
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
、

こ
れ
に
甚
だ
異
質
的
な
種
［
女
の
脚
色
を
施
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
の
第
一
は
、
す
べ
て
の
神
々
に
例
外
な
く
本
地
仏
を
配
置
し
て

利
益
莫
大
を
説
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
が
「
神
道
集
」

の
作
意
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
な
ぜ
能
登
石
動
権
現
が

本
地
虚
空
蔵
で
あ
り
上
野
国
惣
社
の
本
地
が
普
賢
で
あ
る
の
か
は
全

　
　
　
　
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
ム
向
専
修
」
．
と
「
本
地
垂
蓮
」
　
（
黒
田
）

然
理
・
田
な
し
で
あ
る
。
第
二
に
は
す
べ
て
0
9
説
話
に
皇
室
の
歴
史

と
の
関
聯
を
附
加
し
た
こ
と
、
　
こ
れ
と
共
に
金
面
が
玉
朝
文
学
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
ヲ

に
表
現
さ
れ
る
こ
と
ぞ
あ
る
。
た
と
え
ば
「
人
王
第
王
代
帝
安
寧
天

ト
ソ
ケ
ル
　
ヨ
リ
（
マ
・
）
　
　
　
　
　
　
　
ト
ハ
　
　
ノ
　
昌
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
　
　
　
　
王
代
御
孫
子
甲
資
守
諏
首
書
甲
賀
郡
地
頭
…
…
」
と

皇
申
、
此
手

い
う
類
で
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
左
大
将
。
中
納
言
等
々
の
毒
魚
を
も

ち
、
郡
地
領
が
国
司
か
で
あ
り
、
惣
領
ぞ
あ
る
と
い
う
具
合
の
紋
切

型
ぞ
、
且
そ
の
地
頭
な
る
も
の
が
、
加
若
次
郎
無
理
と
子
持
御
前
と

　
　
　
⑯

の
恋
物
語
の
よ
う
に
安
直
な
王
朝
的
な
め
そ
め
そ
し
た
人
立
で
あ
る

と
い
う
調
子
の
、
凡
そ
当
時
の
地
頭
の
気
風
と
は
が
け
は
な
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
な
ぜ
こ
う
い
う
形
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
と

い
え
ば
、
本
来
の
形
で
は
先
に
の
べ
た
よ
う
に
仏
教
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム

が
成
立
た
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
客
観
的
に
は
所
詮
垂
述
を
説
く
た

め
の
丈
学
的
操
作
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
操
作
に
よ
り
、
話
の
筋
は
と
も
か
く
つ
け
る
こ
と
が
禺

来
た
に
し
て
も
、
異
質
的
な
も
の
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
結
果
と
し
て
、

「
神
道
集
」
は
最
も
大
切
な
本
地
砂
面
の
原
理
に
つ
い
て
不
可
霊
的

に
矛
盾
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
説
話
に
お
け

る
人
。
神
∵
仏
の
関
係
と
課
率
説
の
そ
れ
と
の
矛
盾
で
あ
る
．
筆
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
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鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
詠
向
専
修
」
と
｛
，
本
地
垂
沸
二
　
（
黒
畷
）

は
「
和
光
同
塵
は
結
縁
の
始
」
と
い
う
当
時
の
垂
遊
説
の
根
本
原
理

　
　
　
　
　
　
ノ
ヲ
　
う
ア
　
ヲ
シ
ン
カ
　
ト

に
國
り
「
神
明
御
本
地
主
仏
菩
薩
諸
仏
世
界
利
益
給
為
、
必
神
明

　
ル顕

」
と
い
う
こ
と
を
．
「
雲
華
・
経
」
な
る
も
の
か
ら
「
我
滅
度
後
、
於
二

末
法
中
一
様
二
大
明
神
↓
利
二
益
衆
生
こ
と
い
う
六
字
を
引
い
て
典

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

拠
を
示
し
、
仏
が
神
と
意
わ
れ
る
こ
と
を
の
べ
、
更
に
「
諸
仏
菩
薩

　
　
ニ
ヂ
ニ
　
ス
　
ヲ
リ
テ
　
ノ
ト
ッ
ヘ
ニ
　
ヲ
テ
　

ヲ
テ
　
　
　

ノ
ト
リ

我
国
遊
得
人
胎
借
衆
生
身
成
身
苦
悩
受
善
悪
試
後
、
神
明
身
善
悪

　
ノ
　
　
ヲ
　
　
下
　
　
⑧

世
衆
生
利
益
御
通
也
」
と
仏
が
神
ど
こ
ろ
か
人
皇
に
ま
で
垂
迩
す
る

と
解
説
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
入
間
的
な
説
話
を
吸
収

．
す
る
た
め
の
論
に
他
な
ら
な
い
め
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
ま
で
く

る
と
、
さ
き
に
述
べ
た
、
入
間
が
減
を
悟
っ
て
神
と
な
り
、
神
が
仏

法
を
き
い
て
仏
に
な
る
と
い
う
頽
序
と
逆
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
「
神
道
集
」
で
は
神
が
本
来
人
聞
で
あ
る
の
か
仏
で
あ
る
の

か
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
り
、
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ

る
（
印
度
の
狗
溜
吠
国
の
長
者
日
車
大
臣
の
娘
好
美
人
や
秦
者
大
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

が
は
る
ば
る
日
本
へ
や
っ
て
き
て
神
と
言
わ
れ
る
と
い
う
身
離
、
垂

迩
を
在
地
説
話
的
に
物
語
つ
た
も
の
で
あ
る
）
。

　
け
れ
ど
も
わ
が
「
神
道
集
」
の
作
者
は
、
神
が
仏
の
乖
迩
で
あ
る

こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
・
な
か
っ
た
か
ら
、
更
に
教
理
的
に
も
こ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

を
論
証
す
べ
く
努
力
し
た
。
大
体
仏
教
と
神
道
は
、
教
理
・
儀
礼

に
い
ろ
い
ろ
矛
盾
…
相
違
が
あ
る
が
こ
れ
は
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の

か
？
i
「
神
道
集
」
は
自
問
自
答
し
て
そ
れ
を
一
々
曲
り
な
り
に

　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

　
　
　
　
　
　
け
れ
ど
も
「
問
、
大
小
権
笑
明
神
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
地
仏
菩
薩

も
説
明
す
る
。

ヘ
リ
　
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

云
、
以
レ
寛
仁
レ
知
耶
」
と
い
う
根
本
問
題
に
ゆ
き
づ
ま
る
。
「
答
、
実

　
　
　
　
　
　
タ
ル
（
珊
西
教
）
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ノ

此
条
不
思
議
、
指
修
多
羅
明
文
不
レ
見
、
又
菩
薩
論
蔵
不
レ
判
、
」
、
誠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

に
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
ロ
バ
本
朝
辺
洲
故
無
二
仏
説
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

無
二
論
判
一
」
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
く
。
ま
た
「
或
る
人
が
昆
懸
字

　
　
　
　
　
セ
バ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
　
ク
　
　
ニ

に
『
一
度
神
礼
、
五
百
生
国
身
受
レ
身
』
と
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が

ど
う
す
る
か
」
と
い
う
問
に
答
え
て
、
「
神
に
は
実
社
、
権
社
の
別

　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル

が
あ
る
。
　
『
悪
霊
悪
繋
馬
取
付
、
入
悩
乱
」
の
が
実
社
の
神
で
本
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

蛇
身
で
あ
る
。
権
社
の
神
は
『
往
古
如
来
深
位
大
士
、
教
二
化
六
道
一

　
　
　
　
　
　
ノ
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
（
帰
）

約
二
束
利
益
衆
生
一
遅
筆
馬
脚
遮
八
相
道
終
論
尤
可
二
帰
依
一
』
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
『
爲
本
望
レ
本
神
国
、
惣
可
島
田
礼
↓
国
風

　
ノ
ニ
ヒ
セ
パ
ノ
ン
ヤ
ヒ
ハ
ト
ト
モ

俗
凡
愚
、
権
厄
難
レ
弁
、
寵
幸
随
敬
礼
何
心
有
、
況
設
始
実
者
云
、

　
ニ
ハ
　
　
　
　
　
　
ト
　
ル

終
権
者
春
属
成
、
亦
如
レ
此
」
で
あ
る
か
ら
、
何
で
も
よ
い
か
ら
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊤

に
は
敬
礼
を
尽
く
せ
ば
よ
い
、
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
神
道
集
」
は
、
神
仏
の
資
格
を
蛇
鬼
の
線
ま
で
引
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下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
神
仏
両
者
の
属
性
の
矛
盾
か
ら
の
が
れ
よ
う

と
し
た
か
ら
、
結
局
宗
教
と
し
て
は
最
も
低
俗
な
も
の
に
堕
し
て
し

ま
っ
た
。
つ
ま
り
説
話
を
吸
収
し
よ
う
と
し
た
た
め
に
、
神
格
と
人

格
、
神
話
と
伝
説
（
な
い
し
歴
史
）
と
が
縫
合
さ
れ
、
呪
術
と
精
霊

と
が
そ
の
ま
ま
宗
教
的
に
神
秘
化
さ
れ
る
．
従
っ
て
観
念
が
現
実
か

ら
独
立
せ
ず
、
高
度
な
宗
教
の
特
質
た
る
彼
岸
の
世
界
が
展
開
し
な

い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
か
か
る
事
情
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本

地
垂
卓
説
の
適
用
に
伴
う
必
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
神
仏
習
合
は
、
は
じ
め
神
も
衆

生
の
一
と
し
て
仏
法
を
喜
ぶ
と
い
う
形
ぞ
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
神
よ

り
も
仏
を
優
位
に
お
き
、
次
ぞ
平
安
中
期
か
ら
本
格
的
な
本
地
垂
細

説
と
し
て
神
を
仏
と
同
一
と
み
た
の
で
あ
る
．
こ
の
段
階
ま
で
は
、

神
の
種
々
な
性
格
を
捨
象
し
、
権
実
を
区
別
す
る
よ
り
竜
む
し
ろ
神

を
仏
の
地
位
に
引
上
げ
よ
う
と
し
た
の
ぞ
あ
っ
て
、
本
地
早
取
説
は

こ
の
意
味
ぞ
一
種
の
指
導
的
役
割
を
果
し
て
い
た
と
思
う
。
し
か
る

に
、
鎌
倉
初
期
、
地
方
的
農
村
的
勢
力
の
よ
り
広
汎
な
興
隆
と
と
も

に
そ
の
生
活
と
結
合
し
て
い
た
説
話
や
神
祓
信
仰
が
も
は
や
抑
え
難

　
　
　
　
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
錘
迩
」
（
黒
田
）

い
勢
を
以
て
表
面
化
す
る
や
、
本
地
型
押
説
は
単
に
旧
仏
教
側
が
神

仏
を
自
己
の
側
に
組
織
す
る
方
便
と
し
て
の
み
の
、
俗
悪
な
論
法
と

な
り
、
従
っ
て
そ
う
い
う
形
で
形
成
さ
れ
た
教
説
は
、
も
と
天
台
叉

は
真
言
の
教
学
に
発
し
な
が
ら
も
以
上
「
神
道
藥
」
に
つ
い
て
み
た

如
く
、
全
く
雑
然
た
る
没
論
理
的
な
も
の
に
堕
落
せ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
荘
園
に
お
い
て
在
地
領
主
層
の
勃
興
に

対
し
貴
族
ら
が
古
代
国
家
の
権
威
に
す
が
り
つ
つ
あ
く
ま
で
本
所
と

し
て
そ
の
生
命
を
保
と
う
と
し
た
各
下
階
一
に
照
応
す
る
現
象
と
い
え

よ
う
、
先
に
示
し
た
ご
と
く
、
地
方
の
説
話
の
主
人
公
を
こ
と
ご
と

く
皇
室
の
末
喬
と
し
、
官
位
を
附
し
た
も
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
も

の
で
あ
る
。
本
地
垂
遊
説
は
今
や
イ
デ
オ
耳
ギ
ー
斗
争
に
お
け
る
反

動
理
論
の
最
後
の
論
法
と
な
っ
た
の
で
あ
る
、

①

舳
哨
噛
｛
一
な
搬
は
一
山
沁
ム
ぷ
困
回
の
紳
々
の
縁
起
．
講
を
収
録
し
て
い
る
よ
う
な
体
裁

を
と
っ
て
い
る
が
、
　
；
卜
し
て
わ
か
る
よ
う
に
か
な
り
地
方
的
な
偏
η

が
あ
る
．
、
す
な
わ
ち
十
巻
五
十
篇
の
説
話
を
地
域
的
に
分
類
す
る
と
次

表
の
如
く
東
山
道
そ
の
他
東
国
地
方
と
畿
内
の
も
の
が
特
別
に
多
い
こ

と
が
わ
か
る
．
、
し
か
も
東
国
十
九
の
う
ち
十
が
上
野
・
信
濃
両
国
に
よ

っ
て
占
め
ら
れ
て
お
U
、
ま
た
本
僧
官
の
．
最
后
に
長
丈
の
「
諏
訪
縁
起
」

を
の
せ
て
い
る
の
を
み
る
と
作
増
が
畿
内
の
諸
社
と
同
様
に
こ
の
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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②

鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
璽
迩
」
（
黒
田
）

を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
わ
が
ど
う
い

う
事
情
に
よ
る
か
は
わ
か

ら
な
い
が
、
本
節
で
分
析

の
手
が
か
り
と
す
る
の
は

こ
の
た
め
で
あ
る
。

彿
田
国
男
氏
「
甲
賀
三
郎

の
物
語
」
（
「
物
語
と
語
り
｝

物
」
所
収
）
に
、

が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
憩
道
集
」
三
六
八
頁
。

同
三
ご
四
頁
。

同
三
一
八
頁
。

巻
八
、
四
十
三
。

弓
道
理
論

東
貝
簾
赫
旧
藩
）

北
墜
奥
羽
（
口
紅
灘
齢
畷
）

四
国
9
九
州
（
伊
豫
・
豊
前
）

畿
内
（
紀
伊
を
含
む
）

そ
の
他
（
韮
山
・
尾
張
）

　
計

50　2　12　2 6　19　q．

＠＠＠＠＠＠CD　＠⑪

こ
の
物
語
の
広
汎
な
基
盤
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
分
析

巻
七
・
帯
七
と
巻
＋
・
五
＋
と
を
参
照
。

信
濃
は
鎌
倉
陥
落
後
に
北
条
氏
が
落
の
び
よ
う
と
し
た
所
で
あ
り
、
守

矢
丈
欝
に
は
、
在
地
側
で
そ
の
受
入
れ
に
勇
み
立
う
た
様
が
う
か
が
え

る
。

新
…
城
常
三
氏
「
銭
儲
．
の
僑
濃
」
　
（
史
勝
ザ
雛
　
誌
五
七
－
五
）
。

諏
訪
明
聯
と
下
の
宮
お
よ
び
鉾
大
明
憩
の
三
角
関
係
（
同
書
二
九
四

頁
）
。
ま
た
日
光
権
現
と
赤
城
明
憩
と
が
沼
を
争
っ
た
話
な
ど
（
一
九

七
頁
）
。

伊
香
保
の
明
憩
は
山
神
た
ち
を
召
集
め
て
国
司
や
目
代
と
戦
い
（
三
二

＠＠＠＠＠⑰＠＠＠＠＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

七
頁
）
諏
訪
開
神
と
北
の
方
の
争
い
に
近
く
の
入
間
は
肝
を
冷
し
た

（
二
九
五
頁
）
⊃

同
三
四
〇
頁
。

同
↑
三
一
六
頁
筆
。
　
伝
説
の
縁
起
化
の
闘
一
題
に
つ
い
て
は
村
山
修
一
氏

「
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
神
話
及
び
伝
説
の
｛
発
展
」
　
（
史
林
二
五
－
i
二
）

に
詳
し
い
。
な
お
、
ゴ
ー
リ
キ
ー
「
ソ
ヴ
エ
ト
ム
又
滋
ザ
に
つ
い
て
」
（
マ
又

学
論
」
除
村
氏
ら
編
）
所
収
参
照
。

同
一
三
頁
。

同
四
二
七
頁
。

巻
六
、
冊
四
、
二
八
二
頁
。
な
お
、
こ
う
い
っ
た
形
で
お
伽
草
子
の
本

地
物
が
出
て
く
る
こ
と
に
注
意
せ
よ
。

同
九
八
頁
。
な
お
、
津
田
左
右
吉
櫨
…
士
「
口
本
の
紳
隅
田
」
　
（
五
三
－
四

頁
）
参
照
。

同
二
八
二
頁
。

巻
七
・
惜
七
・
冊
八
。

同
二
｛
五
頁
以
下
。

同
一
八
頁
。

同
一
七
－
八
頁
。
な
お
こ
の
．
五
百
生
蛇
身
受
身
と
い
う
の
は
、
当
時
一

般
に
い
わ
わ
て
い
た
論
点
で
、
　
「
諸
神
本
懐
集
」
な
ど
に
も
み
え
る
が

「
本
懐
集
」
で
は
「
優
婆
夷
経
」
と
し
て
い
る
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、

こ
の
語
は
〃
神
事
不
拝
”
の
立
場
の
典
拠
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。

四
、
東
国
社
会
⇔
一
生
無
心
に
つ
い
て
一
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け
れ
ど
も
以
上
の
こ
と
は
、
単
に
都
市
貴
族
的
な
立
場
か
ら
の
本

地
上
述
説
の
適
用
の
場
合
に
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
、
在
地
の
社

会
機
構
の
、
特
に
領
主
・
名
主
層
の
も
つ
問
題
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
少
く
と
も
最
上
級
の
支
配
者
－
中
央
・
地
方
を
通
じ
て
一

に
は
決
し
て
受
容
さ
れ
な
か
っ
た
専
修
念
仏
の
場
合
を
考
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
閉
ら
か
に
な
る
。

　
当
時
の
東
国
社
会
の
基
本
的
構
造
が
、
い
わ
ゆ
る
惣
領
制
で
あ
っ

た
こ
と
、
す
な
わ
ち
惣
領
一
庶
子
（
名
主
）
一
在
家
農
民
と
い
う
支

配
関
係
が
基
本
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
日
ま
で
の
諸
研
究

に
よ
っ
て
ほ
ぼ
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
に
問
題
は
、

中
間
層
た
る
庶
子
（
名
主
）
層
の
性
格
で
あ
っ
て
、
一
見
彼
ら
は
惣

領
の
一
族
と
し
て
在
家
農
民
を
支
配
す
る
支
配
者
層
で
あ
る
か
に
み

え
る
け
れ
ど
も
、
．
家
父
長
制
が
原
理
で
あ
る
惣
領
制
に
お
い
て
は
彼

ら
は
本
質
的
に
は
被
支
配
者
な
の
で
あ
り
、
惣
領
制
の
基
本
的
矛
盾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

対
立
関
係
は
惣
領
対
庶
子
・
在
家
農
民
に
あ
っ
た
、
鎌
倉
時
代
の
東

国
社
会
は
こ
う
い
う
形
で
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

　
親
思
の
門
弟
が
「
名
主
・
領
主
層
で
あ
っ
た
か
耕
作
農
民
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

た
か
」
と
い
う
問
題
は
、
先
年
来
論
争
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
彼

　
　
　
　
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
コ
向
専
修
」
と
「
本
地
垂
蓬
」
（
黒
田
）

の
教
が
被
支
配
者
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
一
般
的
前
堤
に

立
つ
か
ぎ
り
は
、
こ
の
庶
子
・
名
主
層
も
ま
た
在
家
農
民
や
最
下
層

の
下
人
と
同
じ
く
親
欝
の
門
弟
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
別
に
怪
し

　
　
　
　
　
③

む
に
罵
り
な
い
。
ま
し
て
一
向
専
修
が
一
つ
の
た
た
か
い
の
論
理
で

あ
る
以
上
、
血
醒
い
戦
闘
や
所
領
争
い
そ
の
も
の
さ
え
も
が
、
他
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
念
仏
と
結
び
つ
く
こ
と
も
あ
の
得
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
一
向
専

修
に
と
っ
て
の
本
当
の
大
切
な
問
題
は
、
か
か
る
親
驚
門
弟
の
階
級

比
定
論
で
は
な
く
て
、
専
修
念
仏
が
い
よ
い
よ
生
活
に
溶
け
入
る
の

と
併
行
し
て
進
む
と
こ
ろ
の
、
惣
領
対
庶
子
・
在
家
農
民
の
矛
盾
の

展
開
の
方
向
に
あ
っ
た
と
考
え
ね
ぼ
な
ら
な
い
の
ぞ
あ
る
。

　
勿
論
そ
の
方
向
は
、
全
体
と
し
て
い
え
ば
惣
領
制
の
解
体
、
庶
子

層
の
独
立
化
の
方
向
で
あ
る
。
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
惣
じ
て
か
か
る
現
象
が
｝
般
化
す
る
の
は
南
北
朝
期
か
ら
｛
至
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

初
期
に
か
け
て
で
あ
る
こ
と
、
鎌
倉
中
末
期
に
お
い
て
は
庶
事
・
名

主
層
の
独
立
は
強
大
な
惣
領
支
配
に
抑
圧
さ
れ
て
ほ
と
ん
ど
成
立
せ

ず
単
な
る
内
紛
の
程
度
を
出
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
こ
の
段
階
で
は
彼

ら
の
独
立
（
自
ら
の
薪
た
な
支
配
体
制
へ
の
努
力
）
は
惣
領
制
を
打

倒
す
る
方
向
に
お
い
て
で
は
な
く
て
、
自
ら
麦
配
機
構
の
一
部
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
塞
沐
…
」
（
黒
園
）

り
惣
領
を
巨
大
な
軍
事
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
中
心
た
ら
し
め
る
方
向
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
、
ぞ
あ
る
．
従
っ
て
、
彼
等
の
〃
独
立
”
の

方
向
は
彼
ら
の
”
反
動
化
”
に
他
な
ら
ず
、
こ
れ
に
応
じ
て
自
己
の

直
接
支
配
下
に
あ
る
農
民
と
の
関
係
に
お
い
て
竜
決
し
て
古
い
家
父

長
的
関
係
を
止
揚
せ
ず
新
た
な
族
的
結
合
に
よ
っ
て
抑
圧
し
、
外
部

に
対
し
て
は
「
氏
族
し
　
「
宗
徒
」
　
「
党
」
　
コ
揆
」
等
々
の
関
係
を

　
　
　
　
　
　
　
　

つ
く
っ
て
ゆ
く
こ
と
、
が
、
特
質
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
の
ぞ
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
方
向
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
東
国
に

お
け
る
一
向
専
修
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
ば
東
国
の

場
合
特
に
知
ら
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
異
安
心
の
問
題
に
密
接
な
関
係

が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
・
こ
こ
で
は
コ
｛
一
更
観
し
に
ξ
て
真

宗
が
東
国
へ
入
っ
た
時
の
聞
題
を
簡
単
に
の
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
本
書
は
再
診
に
仮
託
し
た
偽
書
で
あ
る
が
、
丈
中
に
「
此
一
宗
ノ

行
偽
酬
ハ
信
州
戸
隠
ノ
権
現
ト
曲
粕
鰻
一
ノ
権
柑
現
ト
ノ
御
示
現
ニ
ヨ
テ
定
日

キ
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
特

に
調
帯
と
の
結
合
を
強
調
す
る
偏
向
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

．
麻
難
ノ
行
儀
法
式
・
蓮
如
夫
ノ
・
・
マ
デ
一
山
蒔
・
行
法
・
テ

六
役
ノ
衆
ト
テ
浩
…
僧
旧
六
人
ザ
＼
代
テ
勤
メ
ラ
ル
、
大
ヵ
タ
行
儀
紗
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヤ
ゥ
ナ
ル
ヤ
ウ
ス
ナ
リ
ツ
ル
ニ
…
…
」
と
伝
え
ら
れ
、
鎌
倉
末
期
か

ら
南
北
朝
期
に
か
け
て
公
然
と
流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の

ぞ
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
行
儀
鋤
は
、
親
鷺
門
流
の
念
仏
者
の
守
る
べ
き
行
儀
を

二
十
箇
条
に
わ
た
り
並
べ
て
い
る
が
、
注
意
さ
れ
る
の
は
到
る
と
こ

ろ
ぞ
長
書
房
な
る
異
端
者
の
例
を
挙
げ
て
戒
め
て
い
る
こ
と
ぞ
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
こ
の
長
亀
房
な
る
も
の
が
い
か
な
る
人
物
で
ど
ん
な
こ

と
を
し
た
か
を
み
て
み
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脱
字
）

　
去
ヌ
ル
正
治
年
山
越
三
国
頚
城
ノ
郡
、
岡
口
浮
浮
長
麺
房
ト
テ
立
川
流
ノ

　
外
法
ノ
学
匠
ア
リ
、
此
人
ハ
出
羽
国
三
蘭
市
ト
云
里
ノ
者
ト
聞
縁
タ
リ
、

　
尊
長
蓮
力
外
法
ヲ
世
懸
子
流
布
シ
テ
鯵
ル
人
、
皆
紅
前
二
詣
シ
テ
仏
ヲ
曾

　
　
　
　
　
　
　
（
イ
ワ
セ
）

　
テ
四
座
ム
ヘ
カ
ラ
ス
ト
謂
シ
ヶ
ル
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

と
あ
り
、
そ
の
弟
子
の
住
蓮
。
善
緯
は
法
然
の
教
を
う
け
な
が
ら
承

3
1
せ
ず
、
遂
に
死
罪
に
行
わ
れ
た
と
戒
め
て
い
る
。
更
に
、

　
長
承
力
人
三
不
ス
様
ハ
、
極
楽
ニ
ハ
彌
陀
ヨ
リ
外
二
仏
ナ
シ
、
故
二
一
仏

　
　
二
帰
ス
レ
バ
往
生
ス
ト
教
テ
化
仏
菩
薩
ヲ
努
々
目
盛
モ
．
・
・
ジ
、
神
慮
ハ
権

　
笑
筆
削
ヲ
見
レ
バ
蛇
ト
ナ
ル
ト
ィ
ヒ
キ
カ
セ
、
先
祖
ノ
形
像
ヲ
バ
輪
廻
ノ

　
業
ナ
リ
、
神
一
獣
覚
飛
廻
ハ
ケ
が
F
レ
モ
ノ
也
ト
一
不
．
、

（　3P．6　）



と
あ
る
よ
う
に
微
騰
的
に
神
意
余
仏
を
排
斥
し
、
「
宮
讃
嘆
」
と
い

ぢ
ノ
蹴
棚
物
を
畝
作
っ
て
「
神
ハ
汚
レ
物
。
ソ
、
神
聖
軍
肺
癌
廻
ハ
迷
ノ
示
力
近
ッ

ク
也
、
地
獄
へ
落
ル
」
な
ど
と
い
い
社
参
物
参
を
禁
じ
、
　
そ
の
上

「
仏
前
ノ
火
ニ
テ
魚
ヲ
ヤ
キ
拠
ミ
食
テ
身
モ
心
モ
ト
モ
ニ
不
浄
二
成

テ
恭
敬
礼
拝
ヲ
止
テ
礼
拝
ハ
慣
行
ヨ
ト
申
弘
」
め
、
或
は
「
仏
所
ニ

テ
魚
鳥
書
算
ヲ
焼
テ
狐
二
食
ハ
ス
ル
」
と
い
う
状
態
だ
つ
た
と
い
う
。

単
．
に
“
神
祇
不
拝
”
“
余
仏
馬
繋
”
ぞ
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
い
わ

ゆ
る
“
造
悪
無
碍
”
で
あ
り
、
要
す
る
に
「
歎
異
見
」
に
い
う
“
本

願
ぼ
こ
り
”
ぞ
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
さ
て
こ
の
長
蓮
な
る
者
が
実
在
の
人
物
か
ど
う
か
、
ま
た
果
し
て

「
行
儀
妙
」
が
ど
れ
だ
け
真
実
を
伝
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
知
ら
な

い
が
、
「
行
儀
妙
」
は
こ
の
よ
う
な
鎌
倉
初
期
の
“
造
悪
無
碍
”

〃
本
願
ぼ
こ
り
”
に
対
す
る
誠
め
と
い
う
形
で
成
立
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
　
「
長
蓮
流
の
や
り
方
を
し
て
他
宗
か
ら
と
か
く
い
わ
れ
る

な
」
　
「
本
．
願
ぼ
こ
り
は
地
獄
へ
落
る
」
と
始
終
繰
返
し
て
い
る
。
抑

々
、
親
鷺
教
団
に
お
い
て
は
鎌
倉
初
中
期
に
主
と
し
て
“
造
悪
無

碍
”
と
〃
専
修
第
三
”
と
が
、
末
期
に
は
“
知
識
帰
名
”
の
異
安
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
主
流
を
な
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
森
龍
育
氏
は
関
東
教
団
で
は
建

　
　
　
　
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
コ
肉
尊
修
」
と
「
本
地
垂
蓬
」
（
黒
田
）

長
四
年
か
ら
七
年
に
か
匠
て
造
悪
無
碍
か
ら
専
修
賢
善
へ
と
異
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

（
異
安
心
）
の
質
的
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
を
關
ら
か
に
さ
れ
た
。
鎌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

倉
後
期
に
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
の
「
行
儀
紗
」
も
、
疑
も
な
く

「
（
罪
悪
無
碍
の
）
異
義
解
を
口
笑
と
し
て
古
い
勢
力
に
新
し
い
｛
示
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

思
想
と
そ
の
黎
団
を
侮
止
す
る
対
縢
的
な
偏
向
」
、
も
っ
と
は
っ
き

り
い
え
ば
、
客
観
的
に
は
古
い
勢
力
と
の
妥
協
を
積
極
的
に
す
す
め

る
意
図
を
以
て
書
か
れ
た
“
専
修
賢
善
”
の
異
端
書
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
時
期
に
こ
う
い
う
形
で
異
安
心
が
転
換
す
る

の
か
。
森
氏
は
「
承
久
の
変
を
転
機
と
す
る
薪
旧
両
政
権
の
妥
協
に

よ
る
秩
序
の
固
定
化
へ
の
動
向
」
に
伴
う
弾
圧
の
強
化
と
そ
れ
へ
の

追
従
と
い
う
政
治
情
勢
を
指
摘
さ
れ
る
。
草
体
と
し
て
は
勿
論
そ
の

通
り
で
あ
る
、
が
、
な
ぜ
た
た
か
わ
な
い
で
弾
圧
に
屈
し
迫
引
す
る

の
か
。
一
そ
れ
に
は
当
然
信
徒
ら
自
身
の
足
場
が
問
題
に
な
っ
て

く
る
が
、
実
は
こ
れ
は
神
祇
の
問
題
と
不
可
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

先
に
の
べ
た
庶
子
・
名
主
層
の
〃
独
立
”
が
内
部
に
古
代
的
な
諸
関

係
を
温
存
し
惣
領
の
側
へ
走
る
〃
反
動
化
”
の
方
向
の
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
｛
示
教
の
面
で
は
呪
術
・
シ
ャ
ー
一
冨
ニ
ズ
ム
等
々
を
政

治
的
反
動
的
に
温
存
助
長
せ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
れ
に
よ
っ
て
労
働
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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．
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
蕪
迩
」
　
（
黒
田
）

生
産
的
な
基
盤
に
立
つ
豪
朴
な
呪
術
を
も
歪
曲
し
て
旧
い
勢
力
の
諸

社
寺
へ
売
り
渡
し
、
か
く
て
特
に
〃
反
動
”
一
神
舐
崇
拝
の
形
と
な

る
か
ら
で
あ
る
。
神
業
余
仏
の
問
題
が
専
修
賢
善
と
い
う
自
力
修
善

の
偏
向
へ
の
岐
路
と
な
り
、
具
体
的
に
も
「
行
儀
紗
」
に
み
る
如
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

・
王
要
な
内
容
と
な
っ
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
神
駿
の
問
題
が
単
純
に
階
級
的
。
政

治
的
に
色
分
け
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、

民
衆
的
な
呪
術
に
伴
っ
た
限
り
の
神
舐
崇
拝
は
、
本
来
ペ
シ
ミ
ズ
ム

と
は
無
縁
で
あ
り
、
垂
三
無
で
も
専
修
思
想
で
も
な
い
。
た
だ
そ
れ

が
宗
教
家
た
ち
の
説
教
に
よ
っ
て
一
向
専
修
へ
の
方
向
も
と
り
得
る

し
、
ま
た
垂
迩
説
に
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
竜
な
る
の
で
あ
る
。
長
門

の
や
り
方
が
神
祇
を
排
す
る
と
い
い
な
が
ら
甚
だ
奇
怪
な
行
状
で
あ

る
こ
と
、
ま
た
長
蓮
が
そ
の
一
例
で
あ
る
よ
う
に
一
般
に
造
園
無
碍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が
真
言
立
川
流
と
緊
密
な
関
係
を
屯
っ
て
い
た
の
は
、
呪
術
性
を
克

服
し
な
い
ま
ま
で
の
神
秘
的
な
一
向
専
修
で
あ
っ
た
の
で
あ
砂
、
親

鷺
教
団
を
売
ろ
う
と
し
た
異
解
の
善
鶯
が
「
神
子
・
巫
女
の
主
上
」

で
あ
り
大
殿
と
呼
ば
れ
て
国
中
か
ら
帰
伏
さ
れ
、
し
か
も
「
か
か
る
　
・

時
も
他
の
本
尊
を
ば
も
ち
い
ず
、
無
碍
光
如
来
の
名
号
ば
か
り
を
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

け
て
一
心
に
念
仏
せ
ら
れ
け
る
と
そ
」
と
い
う
の
も
そ
れ
で
あ
る
。

た
だ
善
驚
の
よ
う
に
神
子
・
巫
女
が
全
面
に
田
た
と
き
に
は
明
ら
か

に
〃
反
動
1
1
に
連
な
る
も
の
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
顕
著

に
な
っ
た
と
き
に
「
行
儀
紗
」
の
よ
う
に
積
極
的
に
神
舐
崇
拝
を
お

し
す
す
．
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
も

　
　
「
抑
日
本
国
ハ
神
国
也
」
　
「
仏
法
神
舐
ノ
ニ
法
車
輪
ノ
如
シ
、
其
内
ノ
村

　
里
｛
二
生
ヲ
受
、
氏
子
ト
ナ
ツ
テ
一
蛮
　
ヲ
一
兎
角
ゾ
ト
由
・
サ
ン
バ
尊
長
蓮
力
士
く

　
流
ナ
ル
ベ
シ
」
　
「
天
ノ
ニ
霊
歌
ぬ
悩
、
地
ノ
一
二
十
六
禽
四
、
園
一
土
ノ
神
紙
冥
叫
遣

　
ハ
空
界
ノ
守
ゾ
カ
シ
」
「
佛
野
趣
来
世
ノ
為
、
王
法
ハ
今
世
ノ
祈
ゾ
カ
シ
」

　
「
寺
ヲ
建
立
セ
バ
三
酋
W
ノ
加
川
來
井
二
能
…
野
権
　
現
ヲ
勧
強
嗣
申
ベ
シ
、
本
地
弥

　
陀
ノ
一
亜
U
迩
二
一
ア
在
ユ
へ
也
ト
施
凱
上
愛
八
仰
ア
リ
」

と
い
う
よ
う
に
〃
反
動
”
に
伴
い
不
可
避
的
に
偏
向
が
お
こ
る
や
い

な
や
、
必
ず
本
地
垂
無
慮
が
し
の
び
よ
る
。
垂
迩
説
と
は
こ
う
い
う

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
偏
陶
で
も
造
悪
無
碍
に
は
垂
世
説
は
絶

対
に
不
要
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
東
国
の
場
合
を
要
約
す
る
と
、
こ
こ
で
は
生
産
的
生
活
的

基
礎
を
も
つ
素
朴
な
精
霊
・
呪
術
が
比
較
的
自
然
な
形
で
説
話
の
中

に
み
・
ら
れ
た
が
、
こ
の
上
に
中
央
貴
族
的
・
都
市
的
な
本
地
垂
遊
説
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が
の
び
て
こ
れ
を
組
織
し
従
属
さ
せ
た
。
他
方
、
惣
領
制
の
矛
盾
の

展
開
の
特
殊
性
か
ら
、
申
期
以
降
一
般
的
な
〃
反
動
”
化
が
あ
ら
わ

れ
、
た
め
に
は
じ
め
充
分
成
立
の
可
能
性
を
託
っ
て
い
た
一
向
専
修

は
遂
に
存
立
の
基
盤
を
失
い
、
専
修
念
仏
は
妥
協
的
な
神
秘
主
義
に

す
り
か
え
ら
れ
て
そ
の
克
服
の
論
理
を
失
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
帰

す
る
と
こ
ろ
こ
う
し
た
す
べ
て
の
事
情
が
相
侯
っ
て
、
鎌
倉
末
期
に

全
国
的
に
拡
が
っ
た
時
宗
の
基
盤
も
成
立
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
一
遍
の
時
宗
に
お
い
て
は
、
有
名
な
熊
野
の
「
十
劫
往

生
」
の
神
勅
や
踊
念
仏
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
「
信
」
は
全
く

内
省
的
且
意
志
的
な
契
機
を
欠
い
た
没
論
理
的
神
秘
的
な
も
の
で
あ

り
、
鎌
倉
末
期
社
会
の
全
体
の
矛
盾
か
ら
く
る
大
衆
的
な
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
克
服
の
論
理
を
も
た
な
い
た
め
に
そ
れ
を

単
・
な
る
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
す
り
か
え
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
本
願
寺
覚
如
が
「
諸
神
本
懐
集
」
に
お
い
て
総
量
の
崇

拝
が
所
詮
弥
陀
一
三
に
帰
す
る
こ
と
を
垂
旧
説
に
則
っ
て
論
じ
た
あ

の
低
俗
さ
亀
、
以
上
の
事
情
を
背
景
に
し
て
は
じ
め
て
思
想
史
上
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
と
思
う
の
ぞ
あ
る
。

①
　
鎌
倉
期
の
家
父
長
的
奴
隷
制
の
本
質
と
そ
の
解
体
の
一
般
的
な
問
題
に

鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
蕪
　
」
（
黒
田
）

②③④⑤⑥⑦⑧＠＠

つ
い
て
は
、
安
良
城
盛
昭
氏
「
太
閤
検
地
の
歴
炎
的
前
提
（
歴
史
学
研

究
一
六
三
・
四
号
）
特
に
「
結
び
に
か
え
て
一
日
本
に
お
け
る
封
建

的
准
一
化
の
二
つ
の
途
」
を
参
照
せ
よ
。

服
部
氏
・
前
掲
書
。
家
永
博
士
「
親
鷺
の
宗
教
の
社
会
的
基
盤
」
　
（
大

法
輪
・
昭
和
廿
五
年
八
月
号
）

家
永
博
士
・
前
掲
論
文
参
照
。
服
部
氏
は
異
安
心
を
発
生
さ
す
の
が
中

間
層
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
し
か
し
中
盤
層
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で

正
信
を
電
ち
得
な
い
と
い
う
根
拠
は
な
く
、
反
っ
て
最
下
層
自
体
か
ら

宗
教
的
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
発
生
す
る
根
拠
こ
そ
乏
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

橡
川
一
朗
氏
「
ヒ
ス
ト
リ
ア
ー
フ
ラ
ン
コ
：
ル
ム
に
つ
い
て
」
　
（
歴
皮

単
研
究
一
三
一
号
）
に
、
六
世
紀
の
西
欧
胆
蛮
族
の
中
ヘ
キ
リ
ス
ト
教
が

入
っ
た
と
き
、
い
か
に
異
教
的
な
要
素
が
媒
介
と
な
っ
て
い
た
か
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
Q

永
原
慶
二
氏
「
蜜
小
国
に
お
け
る
物
心
領
制
の
解
川
体
二
一
糧
」
　
（
史
滋
ぐ
雑
誌
六

一
一
三
）
。

百
瀬
今
朝
維
氏
「
下
総
国
に
お
け
る
香
取
氏
と
千
葉
氏
の
対
抗
」
　
（
歴

史
学
研
究
一
五
三
号
）
は
、
こ
の
こ
と
を
あ
と
づ
け
て
い
る
。
信
濃
の

場
合
に
は
守
矢
文
書
・
市
河
文
書
等
を
み
て
も
ほ
ぼ
同
様
に
い
え
る
。

百
瀬
氏
・
永
原
氏
。
同
窟
。
な
お
、
「
氏
族
」
等
々
の
語
は
「
太
平
記
」

に
数
多
く
散
見
す
る
。

真
宗
大
系
・
第
三
六
巻
所
収
（
一
三
一
一
一
五
六
頁
）
。
　
以
下
引
用
は

す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

右
註
記
所
引
「
御
伝
照
蒙
託
」
　
（
一
三
〇
頁
）
。

こ
れ
は
建
永
二
年
法
然
・
親
驚
ら
が
配
流
さ
れ
た
と
き
に
死
罪
に
な
っ

た
四
人
の
二
入
の
名
（
歎
下
愚
奥
書
・
拾
遺
古
徳
伝
）
で
あ
る
。

一
＝
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鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
し
と
「
本
地
垂
迩
」
（
黒
国
）

⑪
　
石
田
充
之
氏
「
黒
田
安
心
」
。

⑫
⑨
　
森
氏
・
前
掲
論
文
。

⑬
杢
警
末
尾
に
は
承
元
四
年
八
月
と
あ
る
が
勿
論
偽
で
あ
る
。

⑧
　
払
剛
掲
「
暴
義
集
」
に
専
修
賢
益
隣
計
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、

　
大
部
分
神
舐
余
仏
の
闘
」
題
に
ふ
れ
て
「
誹
誇
」
を
禁
じ
て
い
る
。

⑯
石
田
氏
・
前
掲
響
。

⑰
「
慕
帰
絵
詞
」
巻
四
。

五
、
総

括

　
以
上
の
べ
た
所
を
総
括
し
、
な
お
二
三
の
点
に
つ
い
て
指
摘
す
れ

ば
、
次
の
如
く
そ
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
時
代
の
宗
教
思
想
に
お
け
る
基
本
的
な
対
立

関
係
に
あ
る
論
理
は
、
一
向
専
修
と
本
地
垂
　
と
の
両
者
ぞ
あ
っ
て
、

こ
の
対
立
が
荘
園
制
の
変
質
解
体
期
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争

の
基
調
を
な
す
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
向
専
修
の
典
型
で
あ
る
親
撹

の
思
想
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
い
か
に
穏
健
な
も
の
で
あ
っ
た
と
説
閉

す
る
人
で
も
、
彼
の
思
想
の
本
質
に
極
め
て
鋭
い
政
治
的
な
も
の
が

ひ
そ
ん
で
い
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
そ
れ
は
彼
の
恩
想
が
荘
園

制
と
醐
う
人
々
に
最
も
有
力
な
論
拠
と
確
信
と
を
与
え
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三

〃
本
願
ぼ
こ
り
”
の
諸
事
実
に
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
る
に
他
方
、

い
わ
ゆ
る
圏
仏
教
は
、
本
来
荘
園
制
と
結
合
し
て
お
り
、
し
か
も
当

時
一
向
専
修
に
攻
撃
さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
か
ら
、
民
衆
獲
得
の
た

め
の
新
た
な
る
体
勢
が
必
帯
副
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
の
究
極
の
論
理
的

支
柱
は
本
地
垂
迩
説
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
一
つ
に
は
、
当
時
各
地

の
社
会
的
矛
盾
の
特
質
か
ら
く
る
制
約
と
し
て
の
民
衆
の
呪
術
的
側

面
或
は
素
朴
な
説
話
を
「
系
譜
論
」
的
に
自
己
の
側
に
組
織
し
以
て

自
己
の
〃
民
衆
化
”
を
は
か
る
と
と
も
に
、
他
方
、
本
質
的
に
家
父

長
制
な
い
し
荘
園
体
制
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
領
主
。
名
主
等
々
の

中
聞
層
の
神
紙
信
仰
を
、
そ
の
お
く
れ
た
且
反
動
的
な
側
面
を
利
用

し
て
系
譜
づ
け
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
か
か
る
民
衆
的
な
い
し
在
地

領
主
的
な
も
の
の
昂
揚
と
と
竜
に
、
旧
仏
教
は
い
よ
い
よ
本
地
垂
墨

壷
を
王
党
に
押
出
し
つ
つ
一
向
潮
煙
と
対
立
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
い
わ
ゆ
る
「
神
国
思
想
」
に
つ
い
て
注
意
し
て
お
き
た

い
。
鎌
倉
時
代
に
入
り
荘
園
制
の
矛
盾
が
激
化
し
変
革
的
な
気
運
が

高
ま
る
に
つ
れ
て
「
日
本
は
神
国
な
り
」
と
い
う
思
想
が
広
汎
に
現

わ
れ
る
が
、
こ
う
い
う
時
期
に
神
国
と
い
う
観
念
が
鳶
頭
す
る
と
い
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う
こ
と
か
ら
こ
れ
を
農
村
的
基
盤
に
立
つ
進
歩
的
な
思
想
で
あ
る
か

に
説
く
入
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
に
は
そ
の
よ
う
に
評
価
出
来
な
い
、

す
な
わ
ち
、
こ
の
時
代
の
常
識
か
ら
そ
の
世
界
像
を
考
え
る
に
、
日

本
は
神
国
と
い
う
の
は
本
来
単
に
神
が
垂
円
し
た
国
と
い
う
地
方
的

特
殊
性
の
意
味
で
し
か
な
・
＼
時
と
し
て
支
配
者
の
清
い
上
っ
た
空

威
張
り
で
あ
っ
た
り
反
対
に
卑
屈
で
あ
っ
た
り
す
る
。
た
と
え
ば
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
ル
ハ
　
　
　
　
ノ
　
　
ナ
リ
ト
モ
　
ノ
　
ヲ
ハ
　
テ
カ

に
6
1
熟
し
た
「
神
道
集
」
で
は
ハ
「
帝
思
置
閻
浮
提
賢
王
　
是
程
笛
争

擶
塁
．
拶
”
毎
期
呆
国
慧
．
，
思
禽
と
い
う
か
と
思
う
と
・
垂
　
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

い
て
「
只
本
朝
高
州
故
無
二
仏
説
一
無
二
論
判
一
」
と
書
く
、
と
い
う

具
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
地
方
的
在
地
的
勢
力
の
擾
頭
と

共
に
神
祇
信
仰
や
説
話
が
浮
び
上
が
る
た
め
、
神
の
垂
遊
し
た
国
を

か
れ
こ
れ
考
え
て
み
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
神
国
思

想
は
、
「
垂
愚
説
的
」
組
織
化
の
た
め
に
の
み
は
じ
め
て
概
念
化
さ
れ

成
立
す
る
も
の
で
、
恩
想
そ
の
も
の
と
し
て
は
何
の
進
歩
性
も
な
く

む
し
ろ
徹
頭
徹
尾
反
動
理
論
で
あ
る
と
い
う
方
が
適
切
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
こ
と
は
日
建
や
元
竃
の
場
合
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
関
聯
し
て
神
道
説
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
．
抑
々
本
地
垂

斑
濃
は
、
奈
良
時
代
の
「
神
は
仏
渋
を
喜
ぶ
」
か
ら
平
安
中
期
以
降

　
　
　
　
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
コ
向
専
修
」
と
「
本
地
塾
迩
」
（
無
田
）

の
「
神
は
仏
と
同
じ
し
を
経
て
、
鎌
倉
後
半
期
に
は
神
の
和
光
同
塵

が
仏
教
の
前
面
に
押
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
段
…
階
に
至
れ

ば
、
垂
迩
説
の
役
割
は
各
地
の
神
紙
に
ま
つ
わ
る
説
話
と
仏
教
教
理

と
の
縫
合
を
強
行
し
て
「
縁
起
」
を
つ
く
る
た
め
の
も
の
で
し
か
な

く
、
そ
の
努
力
の
中
か
ら
自
ら
不
可
避
的
に
神
代
紀
を
発
掘
し
更
に

神
道
説
を
形
成
し
て
ゆ
く
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
．
従
っ
て
こ
う
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

う
神
道
説
が
津
田
博
士
も
い
わ
れ
る
如
く
全
く
思
い
つ
き
の
解
釈
や

知
識
の
よ
せ
集
め
に
し
か
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
要
す
る
に
、
一
向
専
修
の
「
克
服
の
論
理
」
に
対
立
す
る
本

地
垂
迩
の
基
本
的
性
格
は
、
民
衆
の
も
つ
奔
放
な
意
味
で
の
没
論
理

性
を
低
俗
な
没
論
理
性
へ
導
く
と
こ
ろ
の
、
無
内
容
且
附
会
的
な

「
系
譜
論
」
ぞ
あ
り
、
以
て
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
「
秩
序
」
に
組
入
れ

る
荘
園
制
反
動
勢
力
の
論
理
で
あ
る
。
あ
た
か
も
無
性
格
で
あ
る
が

故
に
超
越
的
で
あ
り
、
ま
た
無
内
容
な
る
が
故
に
無
責
任
に
変
貌
し

得
る
天
皇
の
伝
統
的
権
威
と
同
じ
性
格
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
い

う
論
理
は
必
ず
権
力
と
一
体
で
あ
る
。
親
鷺
が
「
主
上
臣
下
背
レ
法
違
レ

　
　
　
　
　
　
③

義
、
成
レ
念
結
レ
怨
」
と
書
い
た
の
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
い

っ
て
も
、
あ
な
が
ち
言
い
過
ぎ
で
は
あ
る
ま
い
。
従
来
繰
返
し
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
「
一
向
専
修
」
と
「
本
地
壷
迩
」
（
黒
田
）

さ
れ
て
き
た
申
世
に
誇
け
る
仏
教
の
日
本
化
、
神
道
説
に
お
け
る
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

奥
的
精
神
、
神
代
以
来
の
共
同
体
的
特
質
等
々
も
、
決
し
て
民
衆
の

性
格
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
客
観
的
に
は
か
か
る
政
治
権
力
の
思
想

的
。
丈
化
的
効
果
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
一
知
半
解
の
知
識
を
も
顧
ず
、
時
代
思
想
全
般
に
わ
た
る
問

題
に
、
敢
て
粗
雑
な
見
解
を
披
歴
し
た
。
殊
に
思
想
史
の
場
合
に
は

微
妙
な
個
人
的
な
差
異
1
た
と
え
ば
法
然
と
親
欝
i
を
充
分
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
諸
先
学
が
永
年
丹
念
に
探
究
さ
れ
て
き
た

．
複
雑
な
富
強
を
も
、
こ
の
よ
う
な
乱
暴
な
や
り
方
ぞ
取
上
げ
た
こ
と

ぽ
、
多
く
の
誤
り
を
残
す
竜
の
で
あ
る
こ
と
は
充
分
承
知
し
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
の
点
は
大
方
の
御
叱
正
を
ま
つ
こ
と
に
し
て
、
一
応
本

稿
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
な
お
、
本
稿
で
は
は
じ
め
、
畿
内
お
よ
び
周
辺
地
帯
の
農
村
の
場

合
に
つ
い
て
も
の
べ
る
筈
で
あ
っ
た
が
、
紙
数
そ
の
他
の
都
合
で
省

い
た
。
ま
た
次
の
時
代
へ
の
展
望
に
つ
い
て
も
省
い
て
し
ま
っ
た
の

で
、
多
く
の
重
要
な
問
題
が
残
さ
れ
で
し
ま
っ
た
ば
か
り
で
な
く
論

点
も
落
着
か
な
い
こ
と
に
な
っ
た
、
簡
潔
に
ま
と
め
得
な
い
不
手
際

二
四

を
深
く
お
わ
び
し
て
、
そ
れ
ら
は
稿
を
改
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

①＠＠④

・
氷
原
際
鷲
一
氏
は
「
中
世
の
世
界
観
」
　
（
日
本
歴
典
講
座
第
三
巻
）
に
お

い
て
、
　
「
神
国
，
思
想
は
、
幕
府
の
新
口
し
き
支
配
の
た
め
の
思
想
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
う
　
　
む
　
　
も

の
一
定
の
条
件
の
も
と
で
は
革
命
↓
的
役
割
を
担
い
え
た
」
（
一
四
〇
頁
）

と
さ
れ
る
が
、
幕
府
が
貴
族
に
対
し
て
革
命
的
意
味
を
も
つ
て
い
た
と

き
で
も
、
神
国
思
想
そ
の
亀
の
は
貴
族
を
打
倒
す
る
論
理
で
は
な
く
武

士
を
支
配
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
は
お
か
し
い
と
思
う
。

現
に
武
士
の
神
国
思
想
の
た
め
に
轟
5
4
族
が
恐
れ
を
な
し
た
と
い
う
話
は

あ
ま
η
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

　
ま
た
林
屋
辰
三
郎
氏
は
「
民
旗
…
意
識
の
萌
芽
的
形
態
」
　
（
思
想
三
四

四
号
）
で
「
封
建
的
権
…
力
と
即
単
役
の
強
化
κ
対
し
て
、
艮
衆
の
抵
抗
が

漸
く
伊
勢
信
仰
と
結
合
し
て
く
る
」
　
（
三
二
頁
）
と
い
わ
れ
る
が
、
し

か
し
、
鎌
倉
以
隆
の
伊
勢
の
御
師
の
普
及
し
た
信
仰
そ
の
電
の
が
「
抵

抗
」
を
生
み
出
す
よ
う
な
要
素
を
内
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、

ま
た
応
仁
頃
の
昆
衆
の
抵
抗
が
伊
勢
信
仰
の
内
容
を
ど
う
変
え
た
わ
け

で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
い
う
事
能
勘
に
な
る
の
は
、
信
一
仰
内
容
が
余

η
に
も
宗
教
的
要
素
に
乏
し
く
、
無
内
容
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
私
見
に
よ
れ
ば
、
　
こ
め
段
階
で
の
問
題
は
、
郷
村
制
に
お
け
る
宮

座
・
一
向
一
揆
、
　
町
衆
に
お
け
る
法
華
一
撲
な
ど
が
鎌
倉
時
代
の
親

鷺
・
臼
蕪
と
同
じ
に
論
ぜ
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
鎌
倉
時
代
の
神
国
思
想

が
お
こ
っ
た
政
治
的
条
件
と
は
異
る
の
で
あ
る
。

津
田
左
右
吉
博
士
「
日
本
の
神
道
」
第
四
・
五
章
。

「
教
行
信
証
」
化
身
土
巻
（
末
）
後
序
。
な
お
「
真
宗
聖
教
全
書
」
が

こ
の
宗
祖
の
聖
教
の
語
か
ら
「
主
上
し
の
二
字
を
敢
て
割
除
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
せ
よ
。
　
（
同
磐
・
宗
祖
部
二
〇
一
頁
）

西
田
武
二
郎
博
士
「
日
本
丈
化
史
序
説
」
三
五
八
頁
。
柴
田
実
氏
「
神

道
の
基
本
的
M
性
…
稚
」
　
（
史
林
一
＝
二
t
三
）
な
ど
．
、
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Il〈kosenshu　ancl　Honjisuijal〈u　in　・Kamakura　Buddhism

by

T．　Kuroda

　　The　Buddhist　activities　in　the　Kamaktzra　era　have　long　been　a　theme

of　discussion．　But’　svhen　we　s，iy　that　the　newly　introduced　Buddhism　had

reforminsr　energies，　we　h［　ve　that　specific　logic　in　inind　tlMit　w；rs　elabo－

rated　ill　the　doctrine　of　the　Zleleosensltu（一向専修）．　This　was，　illdeed，

the　reflection　of　the　aspirations　of　tlie　lower　classes．　thrown　into　the

turinoil　of　一the　disintegration’　of’ 奄獅≠獅盾窒奄≠撃奄唐奄氏C　but　in　the　long　struggle

of　ideologies　it　wtLs　defeated’．　ty［ea．n“rhile　from　the　upper　strata　of　the

society　there　einerged　a　systein　of　thought　which　t60k　the　side　of　thc’

defender　of　the　manorial　regime．　This　was　the　doctrine　of　the　．Yon一

ノ’逕F4σ肋（本地垂述），that　reactiontLry　conceptionτノ07z　obe7i　which　wお

intended　to　arrest　the　PoPular　tlgittltiolls　汐。π　乃ど〆74π！8ノ・．

　　This　struggle　of　the　different　viesvs，　however，　wtis　determined　by　the

various　aspects　of　the　particular　localities　and　provides　characteristics

too　complex　to　be　generalized．　The　object　of　this　article　is　an　attempt

to　illustrate　the　process　of　the　struggle　in　cities　and　among　the　Etvst－

erners，　and　to　pursue　the　politfcEtl　significance　of　the　waning　of　the　tea－

ching　of　ShinrE　n　（親鷺）　to　svhich　posterity　htms　paid　hoinage　as　tlie

．highest　ainong　saints．

The　1？，Leconstruction　Policy　after　the　Civil　NVai’・

　　　　　　・　in　the　United　States

btt

Y．　Yamagtshi

　　The　object　of　this　essay　is　to　trace　the　change　of　policy　with　regard

to　the　reconstruction　of　the　South　after　the　Ctvi！　War　in　the　United

States　with　emphtLsis　mainly　on　the　policy　of　Anclrew　Johnson．　Thte

antihesis　betxveeiiL　the　policy　of　Johnson　and　tht・Lt　of　the　1〈．adicals　・wtms

not　only　the　struggle　for　supreinacy　but　tL／so　the　fimdamental　tLnt“sron一
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