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九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性
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序
章
　
九
品
来
迎
図
研
究
の
視
角

　
九
品
来
迎
と
は
、
『
観
無
量
寿
走
出
（
『
観
経
』
と
略
）
に
典
拠
を
持
ち
、
極
楽
往
生
の
方
法
と
し
て
の
、
極
楽
の
光
景
の
十
六
の
瞑
想

（
十
六
観
）
の
内
の
第
十
四
・
十
五
・
十
六
番
目
に
当
た
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
阿
弥
陀
如
来
が
、
白
ら
を
信
ず
る
も
の
の
臨
終
に
際
し
、

そ
の
者
の
生
前
の
行
い
に
応
じ
て
九
通
り
の
方
法
で
そ
の
魂
を
極
楽
の
国
土
に
救
い
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
様
子
を
描
い
た
も
の

が
九
品
来
迎
図
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
日
本
九
品
来
迎
図
の
分
野
で
の
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
研
究
は
、
田
口
栄
一
氏
の
先
駆
的
業
績
の
み
と
言
っ
て
過
書
で
は
な
い
。
そ
れ
も
、

個
別
的
作
晶
解
説
の
羅
列
の
域
を
出
ず
、
作
品
間
の
関
連
性
は
あ
ま
り
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
、
遺
品
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
こ

　
　
　
　
　
（
2
）

と
が
（
現
存
三
点
）
…
一
尤
も
こ
れ
は
重
要
な
歴
史
的
証
雷
で
も
あ
る
の
だ
が
一
、
作
品
の
存
在
を
挨
っ
て
成
立
す
る
美
術
史
学
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
あ
ま
り
相
い
れ
な
い
せ
い
だ
ろ
う
。

　
本
論
は
、
こ
う
し
た
美
術
史
学
的
方
法
の
限
界
を
克
服
す
る
試
み
で
あ
り
、
関
連
諸
学
を
導
入
し
て
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け

て
日
本
の
九
品
来
迎
図
の
造
形
上
に
顕
著
な
変
化
を
惹
起
せ
し
め
た
思
想
的
背
景
に
対
す
る
説
明
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
さ
て
、
そ
の
作
業
に
取
り
掛
か
る
前
に
、
少
し
説
明
を
し
て
お
く
必
要
を
感
じ
る
。
詳
細
は
後
に
論
じ
る
が
、
九
品
来
迎
図
の
造
形
上
の



現
象
に
対
す
る
説
明
を
求
め
て
、
研
究
史
を
回
顧
し
た
時
、
そ
れ
が
従
来
の
浄
土
教
美
術
史
論
の
欠
陥
を
集
約
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。

更
に
、
そ
の
欠
陥
が
、
井
上
光
貞
瀬
谷
に
よ
り
戦
後
に
大
成
さ
れ
た
日
本
史
学
の
浄
土
教
理
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
に
想

到
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
欠
陥
は
構
造
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
再
検
討
と
超
克
無
し
に
は
、
解
答
に
辿
り
着
け
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
触
を
得
た
。
そ
こ
で
、
井
上
理
論
の
行
き
詰
ま
り
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
黒
田
俊
雄
氏
に
よ
り
提
唱
さ
れ
、
今
日

日
本
史
学
界
に
お
い
て
主
流
と
な
り
つ
つ
あ
る
顕
密
体
制
論
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
適
用
の
可
能
性
を
、
美
術
史
学
の
立
場
か
ら
付
度
し
て

み
る
必
要
性
を
痛
感
し
た
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
関
し
て
は
既
に
公
表
し
た
部
分
も
多
く
、
今
更
改
め
て
論
文
と
す
る
意
義
を
疑
う
入
も
あ
る
か
と
思
う
。
し
か
し
、

前
論
に
対
す
る
美
術
史
学
か
ら
の
評
言
は
、
私
の
目
か
ら
見
て
必
ず
し
も
適
切
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
も
の
が
存
在
し
た
。
そ
の
対
応
は
大
き

く
二
つ
に
整
理
で
き
る
と
考
え
る
。

　
ま
ず
第
一
は
、
顕
密
体
制
論
に
対
す
る
懐
疑
を
基
礎
と
し
た
心
理
的
抵
抗
で
あ
る
。
確
か
に
顕
密
体
制
論
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
歴
史
認

識
の
作
業
仮
説
で
あ
る
こ
と
は
当
然
認
め
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
し
、
欠
陥
が
無
い
と
言
え
ば
嘘
に
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
単
純
に
依
拠
す
る

こ
と
は
一
種
の
知
的
惰
眠
に
も
等
し
い
と
い
う
こ
と
も
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
が
、
上
述
の
如
き
抽
象
的
な
印
象
批
判
は
、
学
史
と
い
う
も

の
を
無
視
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
過
去
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
現
在
の
到
達
地
点
に
お
い
て
、
過
去
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対

す
る
有
力
な
批
判
と
し
て
立
ち
現
れ
た
こ
の
学
説
に
対
す
る
検
証
は
不
可
避
の
は
ず
で
あ
る
。
過
去
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
妥
当
性
を
認
め
る
の

で
あ
れ
ば
、
私
の
呈
し
た
疑
問
に
対
す
る
解
答
が
要
求
さ
れ
る
。
ま
た
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
適
用
に
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ

ぽ
、
ど
の
よ
う
な
解
答
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
次
元
に
問
い
は
進
展
す
べ
き
は
ず
で
あ
る
。

　
第
二
の
対
応
は
、
「
思
想
史
、
経
済
・
社
会
史
な
ど
多
方
面
の
視
点
を
配
し
て
作
品
を
生
ん
だ
時
代
背
景
を
構
造
的
に
把
握
」
し
ょ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

し
て
い
る
、
と
い
う
批
評
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
見
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
し
、
評
者
の
意
図
も
そ
う
で
あ
ろ
う
と
察
す
る
が
、

第
一
の
対
応
と
実
は
同
様
な
問
題
を
抱
え
る
。
即
ち
、
こ
れ
は
単
な
る
研
究
方
法
論
に
問
題
を
震
小
化
し
て
い
る
。
私
は
、
新
し
い
パ
ラ
ダ
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イ
ム
を
提
起
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
論
定
す
る
た
め
に
用
い
た
方
法
は
あ
く
ま
で
付
随
的
な
も
の
で
あ
る
。

前
者
に
対
す
る
評
価
の
欠
落
は
、
本
宋
を
転
倒
し
て
い
る
と
雷
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
歴
史
・
宗
教
社
会
学
の
言
説
を
援
用
し
て
の
立
論
は

饒
舌
に
し
て
未
消
化
な
感
も
あ
る
が
扁
と
い
う
評
言
は
、
確
か
に
尤
も
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
手
段
と
し
て
や
む
を
え
ざ
る
点
に
源
を
発
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
立
論
目
的
の
過
小
評
価
の
前
に
は
あ
ま
り
に
同
情
に
乏
し
い
言
に
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
論
は
、
こ
う
し
た
美
術
史
学
か
ら
の
批
判
を
念
頭
に
、
美
術
史
学
研
究
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
の
関
連
も
明
確
に
し
て
論
じ
た
い
、
と
も
思

っ
て
い
る
。

第
一
章
　
九
晶
来
迎
図
を
巡
る
二
つ
の
問
題

　
本
論
で
は
、
九
品
来
迎
図
の
動
向
を
説
明
す
る
た
め
に
今
ま
で
ど
の
よ
う
な
歴
史
像
が
利
用
さ
れ
て
き
た
か
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
に
な

る
。
そ
の
際
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
美
術
作
品
上
に
現
れ
た
現
象
こ
そ
が
、
美
術
史
家
に
お
い
て
は
全
て
に
お
い
て
優
先
さ
れ

る
事
実
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
利
用
す
る
日
本
史
語
形
の
学
説
は
、
そ
れ
と
整
合
す
る
こ
と
に
意
義
が
存
在
す
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
も
し
仮
に
日
本
史
学
の
「
通
説
」
と
反
す
る
事
実
が
あ
る
な
ら
、
逆
に
そ
の
「
通
説
」
を
果
敢
に
否
定
す
る
勇

気
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
九
品
来
迎
図
に
み
ら
れ
る
現
象
と
し
て
重
要
な
も
の
に
、
次
の
二
点
が
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
に
、
九
品
来
迎
図
の
成
立
の
問
題
が
あ
る
。
日
本
文
化
論
で
は
よ
く
「
模
倣
」
と
い
う
鍵
概
念
が
使
用
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
の

「
模
倣
」
の
モ
デ
ル
に
は
、
近
代
以
前
に
は
、
中
国
を
中
心
と
す
る
大
陸
文
化
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
中
国
文
化
の
影
響
関

係
を
措
定
す
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
日
本
で
「
独
自
」
に
産
出
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
。
但
し
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
で

も
、
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
責
任
が
伴
う
こ
と
は
雷
う
ま
で
も
な
い
。

　
ま
た
、
日
本
九
品
来
迎
図
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
大
陸
に
求
め
る
場
合
に
は
、
九
品
来
迎
図
の
独
立
的
絵
画
主
題
と
し
て
の
現
れ
方
に
は
彼



此
雲
泥
の
差
が
あ
る
点
に
対
す
る
解
釈
が
要
求
さ
れ
る
。

　
九
品
来
迎
図
は
大
陸
の
観
経
変
相
図
の
成
立
に
際
し
て
そ
の
一
部
と
し
て
造
形
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
「
東
ア
ジ
ア
文
化

圏
」
に
正
し
く
位
置
し
て
い
る
日
本
の
九
品
来
迎
図
が
そ
こ
に
淵
源
を
持
つ
一
派
生
型
と
想
定
す
る
の
は
甚
だ
穏
当
で
あ
ろ
う
。
が
、
造
形

に
お
け
る
そ
の
顕
現
の
在
り
方
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
九
品
来
迎
図
の
中
国
に
お
け
る
成
立
は
比
較
的
遅
く
、
初
唐
代
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
貞
観
一
六
年
（
六
四
二
）
の

敦
爆
第
二
二
〇
窟
南
壁
画
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
蓮
華
化
生
図
の
伝
統
に
影
響
を
受
け
た
、
来
迎
後
に
極

楽
世
界
の
宝
池
に
蓮
の
中
か
ら
生
ま
れ
変
わ
っ
た
場
面
を
描
い
た
九
品
往
生
図
（
蓮
華
化
生
図
）
が
主
体
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
善
導
に
よ

り
、
十
六
観
の
内
の
前
十
三
観
（
定
番
義
）
と
区
別
し
て
、
後
章
観
が
散
善
意
と
称
さ
れ
教
理
的
に
重
要
な
地
位
を
与
え
ら
れ
、
絵
画
化
の

機
運
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
初
唐
の
敦
煙
第
四
三
一
窟
南
壁
西
側
の
如
く
、
観
経
変
相
図
の
一
環
と
し
て
し
か
存
在
し
な
か

っ
た
。
即
ち
、
単
独
で
描
か
れ
る
こ
と
は
無
く
、
定
善
報
に
説
く
極
楽
の
光
景
を
描
い
た
浄
土
変
の
周
囲
に
、
序
分
義
等
と
共
に
付
加
さ
れ

て
聖
意
を
図
示
す
る
と
い
う
あ
く
ま
で
従
属
的
な
地
位
を
越
え
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
中
国
で
は
、
三
雲
の
概
念
が
展

開
し
僧
俗
の
浄
土
得
益
の
差
異
が
強
調
さ
れ
、
蓮
華
化
生
の
表
現
が
後
代
ま
で
重
要
な
地
位
を
占
め
続
け
た
の
で
あ
り
、
来
迎
と
い
う
表
現

は
脇
役
で
し
が
な
か
っ
た
。
一
方
、
日
本
で
は
、
平
安
時
代
前
期
迄
は
こ
の
立
場
を
超
え
な
か
っ
た
が
、
中
期
に
な
っ
て
、
藤
原
道
長
が
無

量
寿
院
と
呼
ば
れ
る
九
晶
に
な
ぞ
ら
え
て
九
体
の
阿
弥
陀
如
来
を
横
一
列
に
安
置
す
る
と
い
う
豪
華
で
は
あ
る
が
奇
抜
な
建
築
一
所
謂

「
九
体
阿
弥
陀
堂
」
　
　
を
作
っ
た
際
に
、
各
仏
像
前
扉
装
飾
画
の
主
題
と
し
て
九
品
来
迎
図
を
採
用
し
た
こ
と
か
ら
、
半
ば
独
立
的
な
主

題
と
し
て
大
画
面
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
一
つ
の
規
範
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
九
品
来
迎
図
は
、
平
安
時
代
に
は
あ
ま
り
九
品
の
相
違
を
明
確
に
表
そ
う
と
す
る
意
識
が
強
く
な
い
の
対
し
、
鎌
倉
時
代
に
な

る
と
九
品
の
相
違
が
意
識
さ
れ
、
表
現
上
で
も
判
然
と
し
て
く
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
、
ど
う
し
て
そ
う
な
っ
た
の
か
と
い
う
原
因
の
問
題

が
あ
る
。

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性
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平
安
時
代
の
平
等
院
鳳
園
堂
扉
絵
で
は
、
後
述
す
る
が
、
九
品
の
階
位
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
た
表
現
が
と
ら
れ
て
い
る
。
私
は
こ
れ
が
不

思
議
で
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
で
は
『
観
経
』
の
内
容
を
図
解
す
る
本
来
の
性
格
を
無
視
し
て
い
る
も
同
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、

こ
れ
は
仏
教
説
話
画
と
し
て
の
性
格
の
白
己
放
棄
と
も
い
え
る
現
象
で
あ
る
。
同
様
に
、
彫
刻
の
九
体
阿
弥
陀
像
で
も
、
平
安
時
代
の
浄
瑠

璃
寺
像
は
、
中
尊
の
み
来
迎
印
と
し
、
他
の
八
体
は
定
印
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
瀧
上
寺
本
九
晶
来
迎
図
は
九
品
の
階
位
を
経
説
に
劉
っ
て
描
き
分
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

彫
刻
の
九
体
阿
弥
陀
像
で
は
、
江
戸
時
代
の
例
に
な
る
が
、
今
環
知
ら
れ
て
い
る
九
品
印
に
よ
る
差
異
化
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。　

本
論
で
は
、
以
上
の
二
つ
の
「
事
実
漏
の
示
す
問
題
に
つ
き
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
第
一
節
　
九
品
来
迎
図
成
立
の
問
題

　
ま
ず
、
第
一
の
問
題
か
ら
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
日
本
で
九
品
来
迎
図
が
独
立
し
た
絵
画
主
題
と
し
て
成
立
し
た
の
は
、
平
安
時
代
中
期
の
寛
仁
四
年
（
　
〇
二
〇
）
に
藤
原
道
長
に
よ
っ

て
建
立
さ
れ
た
法
成
寺
無
量
寿
院
九
体
阿
弥
陀
堂
扉
絵
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
所
謂
「
九
体
阿
弥
陀
堂
」
と
い
う
建
築
形
式
の
創
案
と
軌
を

　
に
し
て
お
り
、
以
降
も
建
築
装
飾
と
し
て
建
築
と
密
接
な
関
係
を
帯
び
続
け
た
。

　
そ
れ
は
措
く
と
し
て
、
突
発
的
に
九
昂
来
迎
図
が
登
場
し
た
と
は
信
じ
難
い
。
そ
こ
に
拠
る
べ
き
造
形
伝
統
が
存
在
す
る
か
、
そ
の
葛
能

性
を
ま
ず
振
り
返
る
こ
と
が
、
美
術
史
学
の
手
続
き
で
は
当
然
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
し
て
、
日
本
文
化
は
大
陸
文
化
の
「
模
倣
漏
、
も

し
く
は
「
亜
流
」
で
あ
る
と
い
う
概
念
で
括
ら
れ
て
き
た
日
本
文
化
論
の
存
在
を
前
に
し
た
と
き
、
そ
の
必
然
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ

れ
を
行
っ
た
う
え
で
、
は
じ
め
て
九
品
来
迎
図
が
「
日
塞
で
の
独
自
性
」
を
持
つ
か
否
か
が
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
独
自
性
」
と
い
う
の

は
、
あ
く
ま
で
他
と
の
比
較
を
前
提
と
す
る
梢
対
的
規
定
語
だ
か
ら
で
あ
る
。



　
そ
こ
で
、
九
品
来
迎
図
が
『
観
経
』
の
九
晶
来
迎
と
い
う
教
理
概
念
に
基
く
と
い
う
事
実
か
ら
、
そ
の
造
形
化
に
際
し
て
、
既
に
存
在
し

て
い
た
観
経
変
と
関
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
故
に
、
こ
う
い
う
も
の
を
祖
型
と
し
て
、
藤
原
道

長
の
無
量
寿
院
の
扉
絵
は
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
が
ま
ず
可
能
に
な
る
。

　
し
か
し
、
｝
九
七
五
年
に
京
都
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
浄
土
教
美
術
展
に
中
心
的
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
後
の
浄
土
教
美
術
論
の
基

盤
を
築
い
た
中
村
興
二
氏
は
か
つ
て
斯
く
語
っ
た
、
曰
く
「
『
源
氏
物
語
』
幻
の
条
な
ど
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
平
安
時
代
に
お
い
て
も
、

極
楽
曼
茶
羅
が
盛
ん
で
あ
っ
た
か
の
如
き
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、
遺
品
が
少
な
い
ぽ
か
り
で
な
く
、
実
際
に
そ
の
制
作
の
記
録
も
ほ
と

　
　
　
　
（
4
）

ん
ど
な
い
」
と
。
つ
ま
り
、
平
安
時
代
中
期
に
お
い
て
は
、
奈
良
時
代
以
来
の
歴
史
を
持
つ
観
経
変
を
含
め
た
阿
弥
陀
浄
土
変
は
、
存
続
は

し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
例
外
で
、
こ
の
時
期
に
は
衰
退
し
た
と
考
え
る
べ
き
と
い
う
訳
だ
。

　
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
は
、
「
平
安
時
代
中
期
に
九
品
来
迎
図
の
モ
デ
ル
と
な
り
得
る
観
経
変
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
」
、
故

に
「
九
品
来
迎
図
は
、
観
経
変
と
は
関
係
が
な
い
」
、
即
ち
「
こ
の
時
期
に
日
本
で
独
自
に
発
生
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
と
変
わ
ら
な
い

こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　
要
す
る
に
、
こ
の
見
解
は
、
こ
の
学
説
が
生
ま
れ
た
当
時
ま
で
蔓
延
し
て
い
た
「
国
風
文
化
の
創
出
」
と
い
う
美
術
史
学
で
の
言
説
一

今
日
で
の
有
効
性
は
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
l
l
と
深
く
リ
ン
ク
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
言
う
な
ら
ぽ
、
こ
れ
に
は
、
「
藤
原
仏
画
」

を
「
日
本
的
創
案
」
と
し
て
日
本
美
術
史
上
に
お
け
る
卓
越
的
な
芸
術
的
価
値
を
認
め
て
き
た
「
創
造
性
」
に
価
値
を
置
く
近
代
的
芸
術
観

を
背
景
に
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
陰
が
背
後
に
ち
ら
つ
い
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
実
は
、
こ
の
見
解
は
、
九
品
来
迎
図
を
考
え
る
う
え
で
出
て
き
た
の
で
は
な
く
、
来
迎
図
を
巡
る
言
説
の
中
か
ら
登
場
し
て
き
た

も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
大
陸
の
遺
品
が
ほ
と
ん
ど
残
存
し
て
い
な
い
点
か
ら
、
来
迎
図
が
日
本
独
自
の
美
術
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
発
生
し
た
と

す
る
考
え
方
か
ら
で
あ
る
。

　
で
あ
る
か
ら
、
来
迎
図
の
発
生
に
は
、
当
然
、
来
迎
表
現
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
九
品
来
迎
図
か
ら
の
影
響
関

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

六
五
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係
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
言
説
の
正
当
性
を
証
明
す
る
た
め
に
、
「
来
迎
」
概
念
が
、
日
本
で
固
有
な
発
達
を
と

げ
、
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
原
因
と
し
て
、
『
往
生
要
集
』
等
の
仏
教
教
理
言
説
で
補
強
し
て
き
た
訳
で
あ
る
。

　
但
し
、
問
題
な
の
は
、
中
村
興
二
氏
の
こ
の
来
迎
図
研
究
の
立
場
に
お
い
て
も
、
九
品
来
迎
図
と
観
経
変
と
の
影
響
関
係
は
暗
黙
に
認
定

し
て
き
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
「
平
安
時
代
中
期
に
お
け
る
観
経
変
を
含
め
た
阿
弥
陀
浄
土
変
の
存
続
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い

う
自
ら
掲
げ
た
命
題
と
は
論
理
的
矛
盾
を
き
た
し
か
ね
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
ね
じ
れ
が
存
在
す
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
学
説
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
斜
め
に
来
迎
し
て
く
る
場
面
を
描
い
た
「
斜
め
向
き
来
迎
図
偏
と
害
鳥
来
迎
図
と
の

関
係
を
巡
る
議
論
に
お
い
て
、
水
を
差
す
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
普
通
の
感
覚
で
は
、
こ
の
両
者
は
よ
く
似
た
形
式
で
あ
る
、
よ
っ
て
、

歴
史
的
発
生
が
よ
り
古
い
と
認
め
ら
れ
る
燈
下
来
迎
図
か
ら
（
単
独
の
来
迎
図
制
作
の
上
限
は
、
十
一
世
紀
の
半
ば
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）

「
斜
め
向
き
来
迎
図
」
が
誕
生
し
た
の
だ
ろ
う
、
と
考
え
た
く
な
る
し
、
事
実
そ
う
と
も
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
現
在
（
中
村
氏
の

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

学
説
公
表
当
時
）
残
っ
て
い
る
来
迎
図
初
期
の
遺
晶
に
は
「
斜
め
向
き
来
迎
図
」
よ
り
、
礼
拝
画
・
観
相
画
（
イ
メ
ー
ジ
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の

拠
り
所
）
的
な
性
格
の
強
い
「
正
面
向
き
来
迎
図
」
の
如
き
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
は
「
斜
め
向
き
来
迎
図
」
に
も
共
通
す
る

が
、
現
存
遺
品
で
は
往
生
者
を
描
き
込
ま
な
い
形
式
の
方
が
発
生
が
早
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
本
来
は
来
迎
表
現
の
み
が
重
要
で
あ

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
今
ま
で
九
品
来
迎
図
と
よ
く
似
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
素
直
に
発
達
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
「
往
生
者
を

描
き
こ
ん
だ
斜
め
向
き
来
迎
図
砿
は
、
本
来
は
「
往
生
者
を
描
き
こ
ま
な
い
斜
め
向
き
来
迎
図
扁
を
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
と
し
て
発
生
し
た
と
想

定
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
鎌
倉
出
代
に
は
い
っ
て
、
説
話
性
を
重
視
す
る
風
潮
に
則
っ
て
、
説
明
的
に
往
生
者
を
描
き
加
え
る
よ
う

に
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
即
ち
、
九
品
来
迎
図
は
、
確
か
に
鎌
倉
時
代
の
「
往
生
者
を
描
き
こ
ん
だ
斜
め
向
き
来
迎
図
扁
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

類
似
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
歴
史
的
発
生
に
お
い
て
は
関
係
な
い
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
来
迎
図
研
究
に
お
い
て
遺
贔
に
基
づ
い
て
九
品
来
迎
図
の
造
形
伝
統
を
軽
視
し
た
中
村
興
二
氏
ら
の
学
説
は
、
皮
肉
と
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
）

う
べ
き
か
、
近
年
に
新
発
見
さ
れ
た
一
点
の
来
迎
図
に
よ
っ
て
脆
く
も
崩
壊
す
る
こ
と
と
な
る
。
滋
賀
県
浄
厳
院
本
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
が



そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
十
一
世
紀
に
湖
り
得
る
も
の
で
、
来
迎
図
発
生
の
最
初
期
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
「
往
生
者
を

描
き
こ
ん
だ
斜
め
向
き
来
迎
図
」
な
の
だ
。
故
に
、
中
村
興
二
氏
等
の
嘗
て
の
学
説
は
、
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
状
況
に
直
面
す
る
に
至

っ
た
。
そ
の
事
実
は
、
一
九
七
九
年
に
中
村
氏
の
学
説
に
依
拠
し
て
来
迎
図
の
問
題
を
考
察
し
た
清
水
善
三
氏
が
、
十
八
年
後
、
自
ら
の
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
＞

文
集
に
再
録
す
る
に
際
し
て
添
付
し
た
追
記
に
お
い
て
、
率
直
に
そ
の
問
題
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
存
の

遺
品
に
制
約
を
受
け
る
美
術
史
学
の
脆
さ
を
も
露
呈
し
て
い
る
。
現
在
の
潮
流
は
、
「
斜
め
向
き
来
迎
図
偏
の
発
生
と
九
品
来
迎
図
と
の
関

連
は
肯
定
さ
れ
る
方
向
に
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
村
興
二
氏
に
代
表
さ
れ
て
き
た
以
上
の
見
解
の
背
後
に
は
、
先
程
も
指
摘
し
た
よ
う
に
平
安
時
代
中
期
に
お
け
る

観
経
変
の
造
形
伝
統
の
無
視
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
国
風
文
化
」
の
枠
内
で
来
迎
美
術
を
語
る
の
に
不
都
合
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
そ
れ
が
種

種
の
問
題
を
惹
起
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
実
は
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
が
、
九
品
来
迎
図
に
関
す
る
最
初
に
し
て
唯
　
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

専
論
を
も
の
し
た
田
口
栄
一
氏
の
九
品
来
迎
図
成
立
に
関
す
る
見
解
で
あ
る
。
で
は
、
ど
こ
が
問
題
な
の
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
中
村
興
二
氏
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
当
時
の
通
説
的
理
解
を
押
さ
え
て
お
く
。
①
平
等
院
鳳
鳳
堂
扉
絵
九
品

来
迎
図
は
藤
原
道
長
の
無
量
寿
院
扉
絵
の
継
承
で
あ
り
、
②
更
に
そ
の
無
量
寿
院
の
も
と
と
な
っ
た
の
が
、
現
存
し
て
は
い
な
い
が
、
『
叡

贈
号
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
円
仁
が
承
和
十
五
年
（
八
四
八
）
に
創
建
し
、
元
慶
七
年
（
八
八
三
V
に
相
応
に
よ
り
現
在
地
に
移
転
さ
れ
た

比
叡
山
東
塔
常
行
三
昧
堂
に
描
か
れ
て
い
た
「
九
晶
浄
土
図
」
で
あ
る
、
③
そ
の
「
九
品
浄
土
図
」
の
淵
源
に
当
麻
曼
素
噺
下
縁
九
品
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

迎
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
以
上
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
中
村
氏
の
立
場
で
は
、
そ
れ
と
根
本
的
に
矛
盾
し
か
ね
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

存
在
し
て
い
た
の
は
既
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
通
説
的
理
解
に
対
し
、
田
口
栄
一
氏
は
疑
問
符
を
投
げ
か
け
る
。
田
口
氏
は
①
を
認
め
る
。
こ
れ
は
私
も
賛
同
す
る
。
②
に
つ
い

て
は
、
「
九
品
浄
土
」
と
い
う
だ
け
で
そ
の
内
容
が
九
品
来
迎
図
で
あ
っ
た
と
は
断
定
し
が
た
く
、
む
し
ろ
文
献
用
例
で
は
「
九
品
」
は
単

に
阿
弥
陀
浄
土
を
指
す
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
内
実
は
阿
弥
陀
浄
土
変
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
故
に
、
こ
の
例
と
九

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

六
七
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六
八

品
来
迎
図
の
成
立
の
問
題
を
関
連
さ
せ
る
の
は
危
険
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
れ
に
も
私
は
同
意
す
る
。
が
、
問
題
は
③
で
あ
る
。
当
麻
曼

甲
羅
は
鎌
倉
時
代
に
再
発
見
さ
れ
て
そ
れ
以
前
の
流
布
は
知
ら
れ
な
い
、
ま
た
そ
の
下
縁
も
現
在
失
わ
れ
て
い
て
検
討
が
難
し
い
と
、
田
口

氏
は
語
る
。
確
か
に
尤
も
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
九
品
来
迎
図
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
問
は
宙
に
浮
い
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
田
口
氏
は
こ
こ
で
思
考
を
停
止
さ
せ
、
「
い
ま
に
わ
か
に
断
定
は
は
ば
か
ら
れ
る
」
と
解
決
を
放
棄
す
る
。

　
私
は
こ
こ
に
少
し
飛
躍
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
当
麻
曼
流
説
と
い
う
固
有
名
詞
と
の
関
係
を
問
う
の
は
指
摘
の
通
り
不
可

能
で
あ
る
し
、
無
意
味
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
観
経
変
は
、
観
経
を
絵
解
き
し
た
絵
で
あ
る
訳
で
あ
る
か
ら
、
何
も
当
麻
曼

茶
羅
一
つ
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
奈
良
時
代
と
平
安
時
代
中
期
の
間
を
繋
ぐ
当
時
の
観
経
変
、

も
し
く
は
そ
れ
と
同
等
の
用
い
ら
れ
方
を
し
た
阿
弥
陀
浄
土
変
の
造
形
伝
統
や
、
そ
れ
が
受
容
さ
れ
た
社
会
的
基
盤
を
考
察
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
し
な
い
の
は
ま
さ
し
く
上
に
掲
げ
た
「
平
安
時
代
中
期
に
お
け
る
観
経
変
を
含
め
た
阿
弥
陀
浄
土
変
の
存
続
は
例
外

的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
と
シ
ン
ク
ロ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
な
ぜ
、
こ
の
命
題
が
信
仰
に
も
近
い
無
批
判
な
立
場
で
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
は
、
こ
れ
は
、
当
時
の
日
本
史
学
の
通
説

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
代
表
す
る
も
の
こ
そ
、
あ
の
井
上
光
貞
博
士
の
古
典
的
名
著
『
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
（
山
川
出
版
社
、

一
九
五
六
年
初
版
）
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
阿
弥
陀
信
仰
が
、
奈
良
時
代
で
の
死
者
追
善
信
仰
と
い
う
「
未
熟
な
」
「
呪
術
的
信
仰
」
か
ら
、
源
信
が
登
場
し
て
以
降

（
薩
平
安
手
代
中
期
）
の
、
「
個
」
の
自
覚
に
伴
う
内
省
的
な
信
仰
形
態
と
し
て
の
来
世
信
仰
へ
変
化
す
る
、
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
が
確
定
さ

れ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
今
私
が
問
題
と
し
て
い
る
こ
の
間
に
存
在
す
る
平
安
時
代
前
期
は
、
来
世
信
仰
成
熟
へ
の
過
渡
期
と
し
て
積
極

的
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
摂
関
家
の
台
頭
と
い
う
も
の
を
重
要
な
モ
メ
ン
ト
と
考
え
、
そ
れ
に
よ
り
政
治
的
不
遇
が

確
定
づ
け
ら
れ
た
中
下
級
官
僚
貴
族
（
井
上
氏
は
「
文
人
」
と
い
う
言
葉
で
規
定
す
る
）
と
い
う
知
識
層
の
登
場
、
同
じ
く
藤
原
氏
と
政
治

的
に
結
び
付
い
た
比
叡
山
の
門
閥
化
に
心
理
的
抵
抗
感
を
抱
い
た
一
部
の
清
僧
と
い
う
二
つ
の
階
層
が
、
そ
の
不
遇
の
中
か
ら
来
世
信
仰
に



要
求
さ
れ
る
「
個
」
の
自
覚
に
目
覚
め
て
行
く
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
で
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
動
き
が
何
故
比
叡
山
か
ら
生
じ

た
か
と
い
う
点
に
対
し
て
は
、
円
仁
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
と
い
う
常
行
三
昧
の
普
及
に
よ
る
天
台
浄
土
教
の
教
義
的
成
熟
の
道
程
か
ら
捉
え

る
訳
で
あ
る
。

　
一
方
、
こ
の
浄
土
教
の
流
れ
に
対
応
し
て
、
浄
土
教
美
術
の
展
開
は
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。
即
ち
、
奈
良
時
代
は
阿
弥
陀
浄
土
変
が

積
極
的
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
正
倉
院
文
書
を
中
心
に
文
献
か
ら
示
さ
れ
、
源
信
以
降
は
『
往
生
要
集
』
の
あ
の
画
期
的
な
臨
終
行
儀
段
を

示
し
て
「
来
迎
」
に
関
す
る
「
観
想
念
仏
」
が
重
視
さ
れ
る
に
至
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
そ
れ
に
関
わ
る
造
形
美
術
が
盛
ん
に
な
る
、
と
。

　
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
浄
土
教
の
歴
史
と
そ
の
美
術
の
歴
史
、
こ
の
二
つ
の
図
式
を
組
み
合
わ
せ
て
よ
り
粗
雑
に
割
り
切
れ
ば
、

さ
っ
き
掲
げ
た
平
安
時
代
前
期
と
い
う
「
過
渡
期
」
は
「
阿
弥
陀
浄
土
変
の
衰
退
期
」
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
文
献
的
な
空
自
一
史

料
自
体
も
あ
ま
り
残
存
し
て
い
な
い
し
、
ま
し
て
そ
の
中
の
浄
土
変
に
関
す
る
記
録
は
も
っ
と
限
定
さ
れ
る
一
も
、
そ
の
笹
葉
に
よ
っ
て

見
逃
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
本
当
に
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
…
…
P

　
む
し
ろ
、
今
述
べ
た
よ
う
な
井
上
浄
土
教
理
論
の
理
解
の
仕
方
そ
の
も
の
が
問
い
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
一
種
の

発
展
史
観
は
あ
る
意
味
で
正
し
い
、
で
も
、
そ
れ
は
天
台
教
団
と
い
う
宗
教
的
エ
リ
ー
ト
に
よ
り
展
開
さ
れ
た
教
理
面
に
考
察
を
か
な
り
集

約
し
た
結
果
導
か
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
大
衆
的
な
信
仰
の
あ
り
方
を
大
き
く
捨
象
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
浄
土
教

の
信
仰
形
態
に
お
い
て
、
も
し
人
数
の
多
寡
で
「
特
殊
」
と
「
普
遍
」
と
い
う
も
の
を
区
分
す
る
な
ら
ぽ
、
大
衆
信
仰
こ
そ
圧
倒
的
「
普

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

遍
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
井
上
氏
は
「
二
元
性
」
と
い
う
言
葉
で
こ
れ
を
認
め
、
一
節
を
割
い
て
論
じ
て
い
る
。

　
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
空
也
な
ど
の
「
聖
」
の
大
衆
布
教
活
動
は
、
「
呪
術
的
」
∴
狂
躁
謡
曲
ク
ス
タ
シ
ア
」
・
「
雑
信
仰
的
」
・
「
原
始
的
な

民
族
宗
教
的
性
格
」
等
の
言
葉
で
括
ら
れ
、
奈
良
時
代
か
ら
の
「
古
い
」
信
仰
に
連
な
る
未
熟
な
存
在
と
規
定
さ
れ
、
否
定
的
価
値
観
の
下

に
圧
迫
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
先
の
源
信
に
よ
る
天
台
浄
土
教
成
立
の
過
程
は
、
そ
の
状
態
か
ら
の
「
脱
化
」
・
「
昇
化
扁
と
規
定
さ
れ
、

価
値
観
の
比
重
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
私
は
、
浄
土
教
論
で
こ
う
し
た
立
場
を
と
る
の
が
悪
い
と
雷
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
教
理
面
の

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

六
九
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成
熟
が
浄
土
教
の
信
仰
形
態
全
般
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
こ
と
を
認
め
る
の
に
も
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。

　
し
か
し
、
く
ど
い
よ
う
で
あ
る
が
、
今
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
平
安
時
代
前
期
の
観
経
変
の
存
在
形
態
を
考
察
す
る
た
め
に
必
要
な

の
は
、
こ
の
「
普
遍
」
の
立
場
の
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
態
度
こ
そ
、
本
来
こ
こ
で
の
美
術
史
家
の
と
る
べ
き

姿
勢
で
あ
り
、
逆
に
そ
う
し
た
割
り
切
り
方
を
な
し
て
き
た
日
本
史
学
の
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
プ
ロ
テ
ス
ト
の
声
を
挙
げ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
私
は
、
こ
の
奈
良
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
追
善
信
仰
が
、
平
安
時
代
初
期
か
ら
次
第
に
隆
盛
を
迎
え
た
法
華
八
戸
と
い

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

う
場
に
継
承
さ
れ
て
、
観
経
変
を
含
む
阿
弥
陀
浄
土
変
は
平
安
時
代
中
期
に
ま
で
存
続
を
果
た
し
た
と
考
え
て
い
る
。
勿
論
、
法
華
八
極
の

本
尊
は
、
阿
弥
陀
浄
土
変
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
そ
の
端
的
な
例
こ
そ
は
、
『
小
右
記
』
の
永
延
元
年
（
九
八
七
）
四
月
廿
九
日
条
に
あ
る
円
融
上
皇
が
母
盾
藤
原
安
子
追
善
の
た
め
に
催

し
た
法
華
八
尋
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
繍
阿
弥
陀
浄
土
曼
陀
羅
偏
が
本
尊
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
骨
仏
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
、
こ
れ

が
奈
良
時
代
の
当
麻
曼
茶
内
の
系
譜
に
属
す
る
こ
と
は
明
由
で
あ
る
。
『
続
日
本
紀
隔
芙
平
面
字
四
年
（
七
六
〇
）
七
月
癸
丑
条
に
光
明
皇

太
后
七
七
忌
に
淳
仁
天
皇
が
諸
国
に
阿
弥
陀
浄
土
変
を
造
立
さ
せ
た
の
と
、
阿
弥
陀
悔
過
と
法
華
八
講
と
い
う
よ
う
に
儀
礼
形
態
の
相
違
は

あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
等
質
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
追
善
信
仰
と
し
て
の
阿
弥
陀
信
仰
の
あ
り
方
の
典
型
に
し
て
屈
指
の
業
績
が
、
「
蟄
」
と
し
て
の
空
也
の
そ
れ
と
い
っ
て
よ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
2
V

で
あ
ろ
う
。
空
也
が
天
慶
七
年
（
九
五
四
）
夏
に
観
音
三
十
三
身
・
阿
弥
陀
浄
土
変
一
難
を
供
養
し
た
こ
と
。
六
波
羅
蜜
寺
の
創
建
に
う
か

が
え
る
よ
う
に
京
中
の
死
者
追
善
を
そ
の
事
業
の
主
柱
と
し
た
こ
と
。
更
に
、
六
波
羅
蜜
寺
で
毎
日
法
華
講
と
毎
夜
念
仏
三
昧
を
行
い
、
公

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

開
聴
聞
を
許
驚
し
た
こ
と
。
こ
れ
ら
の
事
業
は
全
て
深
く
リ
ン
ク
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
シ
ェ
ー
マ
を
念
頭
に
置
く
こ
と
で
、
断
片
的
に
残
っ
て
い
る
文
献
記
録
は
精
彩
を
発
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
特
に
、

『
貞
信
公
記
』
元
慶
八
年
（
九
四
五
）
七
月
十
八
日
舞
に
「
山
階
寺
九
晶
往
生
画
図
従
善
耳
許
土
量
」
の
件
や
、
同
年
九
月
廿
二
日
条
「
西



方
浄
土
血
餅
、
仏
師
定
案
扁
の
件
は
、
こ
う
し
た
法
華
八
講
な
ど
の
追
善
儀
礼
で
使
用
さ
れ
た
阿
弥
陀
浄
土
変
が
ま
さ
し
く
南
都
浄
土
教
に

淵
源
を
持
つ
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
誠
に
意
義
深
い
も
の
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
美
術
史
上
の
系
譜
を
も
明
ら

か
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
、
九
品
来
迎
図
の
発
生
が
無
理
な
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
奈
良
時
代
以
来

の
観
経
変
の
系
譜
は
、
法
華
八
講
な
ど
の
新
た
な
追
善
儀
礼
形
態
に
吸
収
さ
れ
な
が
ら
、
平
安
時
代
中
期
に
お
い
て
ま
で
根
強
く
存
在
し
て

い
た
、
故
に
、
九
品
来
迎
図
は
こ
の
当
時
に
流
布
し
て
い
た
観
経
変
か
ら
生
ま
れ
た
、
と
言
え
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
、
や
っ
と
第
一
の
問
題
は
一
中
国
と
の
差
異
の
問
題
は
除
い
て
－
解
決
し
た
。
中
国
と
の
差
異
の
問
題
は
、
次
に
考
察
す
る

第
二
の
問
題
の
解
決
の
過
程
で
自
ず
と
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
思
う
。

第
二
節
　
九
品
差
異
化
の
問
題

　
そ
れ
で
は
、
次
に
第
二
の
問
題
点
を
考
察
し
て
い
く
。

　
ま
ず
、
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
か
ら
九
品
の
相
違
が
九
品
来
迎
図
・
九
体
阿
弥
陀
像
の
表
現
の
上
で
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
と
し

て
、
今
ま
で
ど
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
典
型
例
を
次
に
引
用
す
る
。

　
　
九
品
往
生
は
経
費
に
よ
れ
ば
命
終
時
に
お
け
る
弥
陀
来
迎
で
あ
っ
た
。
極
楽
浄
土
へ
迎
え
ら
れ
る
こ
と
に
九
等
の
差
階
が
あ
る
と
い
う

　
　
こ
と
は
、
浄
土
教
信
仰
が
盛
行
す
れ
ぽ
な
お
さ
ら
、
は
た
し
て
弥
陀
が
来
迎
し
て
手
を
授
け
る
か
否
か
は
、
ま
っ
た
く
保
証
の
限
り
で

　
　
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
浄
土
教
の
特
質
は
こ
の
救
済
の
不
安
感
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
世
相
の
不
安
に
包
み
こ
ま

　
　
れ
た
来
迎
に
対
す
る
不
安
で
あ
っ
た
。
西
方
浄
土
へ
の
願
生
が
切
実
な
も
の
と
な
り
九
品
往
生
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
が
図
絵
さ
れ
て
甘

　
　
美
な
往
生
の
歓
喜
と
静
譲
な
来
迎
の
永
遠
性
を
、
の
び
や
か
に
描
出
し
て
も
、
自
己
の
往
生
に
対
す
る
懐
疑
は
払
拭
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
結
論
的
に
雷
え
ぽ
、
鎌
倉
時
代
の
浄
土
教
諸
宗
派
の
確
立
さ
れ
た
教
義
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
も
は
や
不
必
要
と
な
っ
た
九
品
往
生
に

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

七
一
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七
二

　
　
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
阿
弥
陀
如
来
の
九
種
の
明
確
な
区
別
も
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畦
1
）

　
こ
れ
は
、
大
石
良
材
氏
に
よ
っ
て
、
一
九
七
二
年
に
提
出
さ
れ
た
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
つ
に
分
け
て
整
理
で
き
る
と
思
う
。
ま
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

実
際
の
造
形
活
動
に
お
い
て
は
、
九
品
来
迎
と
は
九
品
往
生
と
直
結
し
、
九
品
来
迎
の
表
現
は
鎌
倉
時
代
に
至
っ
て
整
然
と
九
品
の
差
別
が

区
分
し
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
こ
れ
が
第
　
点
。
第
二
点
と
し
て
、
九
品
来
迎
の
信
仰
背
景
と
し
て
の
浄
土
教
の
変
遷
は
、
平
安

時
代
は
末
法
の
現
世
へ
の
不
安
か
ら
の
来
世
希
求
の
願
望
が
、
鎌
倉
時
代
に
入
り
浄
土
宗
の
登
場
に
よ
る
救
済
の
保
証
に
よ
り
安
定
し
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
、
と
思
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
第
　
点
の
造
形
活
動
の
動
向
を
説
明
す
る
為
に
、
第
二
点
の
信
仰
の
変
化
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

　
第
　
点
に
関
す
る
指
摘
は
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
第
二
の
点
を
融
合
さ
せ
る
時
に
、
誠
に
不
可
解
さ
が
付
き
ま
と
う
。
よ
く

考
え
て
頂
き
た
い
、
熱
烈
な
九
品
来
迎
願
生
が
あ
れ
ぽ
こ
そ
、
九
品
の
階
位
の
差
別
も
必
然
た
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
九
品

来
迎
の
教
説
が
不
必
要
に
な
っ
た
か
ら
鎌
倉
時
代
に
明
確
な
階
位
の
区
溺
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
、
論
理
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
、

と
い
う
よ
り
も
常
識
的
な
思
考
か
ら
は
導
き
得
な
い
結
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
こ
の
第
一
　
の
点
は
、
第
一
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
触
れ
た
井
上
光
貞
『
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
に
示
さ
れ
た
見
解
そ

の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
「
摂
関
政
治
成
立
に
よ
り
現
世
の
栄
達
が
断
た
れ
た
中
下
級
官
僚
貴
族
と
、
摂
関
家
と
結
び
付
き
門
閥
化
の
弊
害

と
堕
落
が
覆
い
始
め
た
比
叡
山
の
心
あ
る
僧
侶
た
ち
に
よ
り
、
現
世
へ
の
諦
め
に
似
た
諦
念
か
ら
内
省
的
に
来
世
へ
の
信
仰
が
希
求
さ
れ
、

末
法
到
来
の
不
穏
な
激
動
期
を
通
じ
て
真
摯
な
宗
教
活
動
が
続
け
ら
れ
、
庶
民
救
済
の
た
め
の
鎌
倉
新
仏
教
と
い
う
熱
烈
な
宗
教
改
革
運
動

が
生
み
出
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
」
と
い
う
井
上
氏
の
打
ち
立
て
た
こ
の
実
に
美
し
い
一
篇
の
叙
事
詩
と
も
言
う
べ
き
基
本
的
な
シ
ェ
ー
マ
は
、

多
く
の
入
院
に
支
持
さ
れ
、
半
ば
常
識
化
し
た
。
で
あ
る
か
ら
、
大
石
氏
の
見
解
は
、
む
し
ろ
当
時
に
あ
っ
て
は
当
然
だ
っ
た
と
も
言
う
べ

き
か
も
し
れ
な
い
。

　
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
は
説
明
と
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
更
に
考
え
て
み
て
頂
き
た
い
。
轟
救
済
の
不
安



感
』
に
よ
る
九
品
仏
の
造
像
」
と
い
う
説
明
は
、
一
見
納
得
さ
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
言
葉
は
多
少
悪
い
が
、
こ
れ
を
言
い
換
え

る
と
「
上
品
か
ら
下
品
ま
で
ど
こ
に
自
分
が
ラ
ン
ク
さ
れ
る
か
不
可
知
だ
か
ら
、
ど
こ
に
ラ
ン
ク
さ
れ
て
も
い
い
よ
う
に
保
険
を
か
け
て
九

品
全
部
造
っ
た
」
と
い
う
の
に
等
し
い
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
私
に
は
到
底
納
得
い
く
も
の
で
は
な
い
。
「
概
念
の
な
い
と
こ
ろ
へ
言

葉
が
う
ま
く
や
っ
て
く
る
」
（
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
）
と
は
ま
さ
に
斯
く
の
如
き
を
指
す
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
れ
も
井
上
氏
の
「
個
の

自
覚
」
に
よ
る
浄
土
教
信
仰
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
と
見
事
に
合
致
し
て
い
る
の
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
。

　
こ
の
見
解
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
井
上
光
貞
氏
の
議
論
は
、
後
述
す
る
が
、
院
政
期
の
大
規
模
九
体
阿
弥
陀
堂
等
が
象
徴
す
る
九
品
造

像
に
お
け
る
社
会
性
を
あ
ま
り
に
無
視
し
、
個
入
的
信
仰
面
に
問
題
を
霜
囲
化
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
そ
し
て
、
こ
の
大
石
氏
の
説
明
の
苦
し
さ
に
対
す
る
一
つ
の
解
決
策
が
、
近
年
に
な
っ
て
礪
波
恵
昭
氏
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
。
そ
の
論
の

骨
子
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
平
安
時
代
の
印
相
な
ど
の
表
現
が
差
異
化
さ
れ
て
い
な
い
「
九
体
阿
弥
陀
」
と
、
鎌
倉
時
代
以
降
の
差
異
化
さ
れ
た
「
九
品
阿
弥
陀
」
と

は
、
そ
の
造
形
に
お
け
る
思
想
的
基
盤
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
「
九
品
来
迎
」
と
い
う
同
一
思
想
に
基
づ
く
と
考
え
て
、
連
続
的

に
考
え
よ
う
と
す
る
か
ら
、
大
石
氏
の
よ
う
な
無
理
が
出
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
九
体
阿
弥
陀
脇
は
「
九
品
」
と
は
ほ
と
ん
ど
関
係
な

く
、
院
政
期
（
十
二
世
紀
）
に
勃
興
す
る
数
量
主
義
的
作
善
の
範
躊
で
捉
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
救
済
の
不
安
感
の
裏
返
し
と
し
て
の
多
数

造
像
で
あ
る
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
7
）

　
こ
の
作
善
の
特
質
を
示
す
「
数
量
主
義
」
と
い
う
タ
ー
ム
は
、
井
上
光
貞
氏
の
浄
土
教
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
「
数
量
主
義
」
、

或
い
は
「
功
徳
主
義
」
と
い
う
雷
同
は
、
十
二
世
紀
に
院
を
中
心
に
非
常
に
大
規
模
か
つ
豪
勢
な
造
寺
・
造
仏
事
業
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
い

う
現
象
を
生
み
出
し
た
理
由
と
し
て
、
末
法
思
想
等
の
影
響
に
よ
っ
て
作
善
（
善
行
を
行
う
こ
と
。
普
通
、
造
寺
・
造
仏
・
写
経
等
の
仏
教
造

営
事
業
を
指
す
）
の
数
を
数
多
く
こ
な
す
こ
と
が
確
実
な
救
い
に
繋
が
る
と
す
る
当
時
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
思
想
を
、
井
上
氏
が
概
念
化
し

た
も
の
で
あ
る
。

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

七
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
二
号

七
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
更
に
、
こ
の
概
念
を
美
術
史
学
に
浸
透
さ
せ
た
も
の
に
、
速
水
侑
氏
の
平
安
時
代
仏
教
史
論
が
あ
る
。
速
水
氏
は
、
井
上
氏
の
論
に
よ
っ

て
、
平
安
時
代
に
お
い
て
浄
土
教
が
ま
る
で
全
て
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
が
、
実
は
浄
土
教
以
外
に
も
、
密
教
が

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
し
た
。
つ
ま
り
、
速
水
氏
の
議
論
は
、
あ
く
ま
で
浄
土
教
に
限
定
し
た
議
論
を
し
て
い
た
は
ず
の
井
上
氏

の
議
論
を
ま
る
で
平
安
時
代
仏
教
史
全
体
と
受
け
止
め
る
、
学
界
の
　
部
に
存
在
し
た
風
潮
に
対
す
る
批
判
と
し
て
立
ち
現
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

「
院
の
奢
修
掌
篇
に
よ
り
「
数
量
的
功
徳
主
義
」
が
増
幅
さ
れ
、
密
教
修
法
の
多
壇
化
等
の
現
象
を
生
ぜ
し
め
た
と
す
る
速
水
氏
の
説
明
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

こ
れ
が
、
数
多
い
院
政
期
密
教
遺
品
に
対
す
る
美
術
史
学
研
究
に
如
何
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
は
説
明
の
要
を
感
じ
な
い
。

　
し
か
し
、
速
水
氏
の
立
場
は
、
井
上
氏
の
理
論
に
対
す
る
補
完
・
修
正
を
施
し
た
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
を
克
服
す
る
も
の
で
は
な
い
。
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

に
、
院
政
期
造
像
活
動
に
お
け
る
「
多
数
性
」
の
原
因
を
、
「
個
の
信
仰
」
に
収
敏
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
井
上
氏
の
理
論
と
同
一
範
曙
に

あ
る
点
は
重
要
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
も
理
解
さ
れ
た
よ
う
に
、
礪
波
氏
の
説
明
も
、
結
局
、
井
上
浄
土
教
理
論
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
実
は
大
石
氏

の
立
場
と
基
本
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
私
は
、
礪
波
氏
の
説
明
を
読
ん
で
、
井
上
浄
土
教
理
論
の

枠
内
で
も
の
を
考
え
た
場
合
の
、
九
品
造
像
の
平
安
霊
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
い
た
る
変
化
に
対
す
る
合
理
的
理
由
の
探
求
は
、
あ
る
意
味
で

行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
と
の
感
を
深
く
し
た
。

　
し
か
し
で
あ
る
。
礪
波
説
が
根
本
的
解
決
に
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
「
九
」
と
い
う
数
そ
の
も
の
に
対
す
る
合
理
的
根
拠
を
提
示
で
き
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
も
自
明
で
あ
る
と
思
う
。
か
つ
、
彫
刻
の
差
異
化
と
相
即
し
て
い
る
は
ず
の
、
九
品
来
迎
図
の
差
異
化
の
事
実
を
全
く
無

視
し
て
い
る
の
も
問
題
で
あ
る
、
九
品
来
迎
図
は
「
九
品
」
と
は
無
関
係
で
は
絶
対
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
。

　
故
に
、
私
達
は
、
井
上
氏
の
理
論
の
枠
を
越
え
て
、
そ
の
説
明
を
模
索
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
第
二
の
問
題
に
対
す

る
解
答
を
私
な
り
に
試
み
た
い
と
思
う
の
だ
が
、
そ
の
前
に
整
理
し
て
お
き
た
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
第
　
の
問
題
を
考
え
る
際
に
も
大

き
く
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
た
井
上
浄
土
教
理
論
で
あ
る
。



　
第
三
節
　
美
術
史
学
に
お
け
る
井
上
光
貞
浄
土
教
理
論
の
適
用
の
破
産

　
今
ま
で
見
て
き
た
井
上
光
貞
氏
の
浄
土
教
理
論
は
、
そ
の
発
表
以
降
、
浄
土
教
学
の
権
威
で
あ
り
続
け
た
。
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
浄
土

教
美
術
史
論
も
、
井
上
氏
の
理
論
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
そ
れ
を
骨
格
に
構
築
さ
れ
て
き
た
。

　
さ
て
、
そ
の
井
上
理
論
は
大
き
く
分
け
る
と
三
部
か
ら
な
る
と
思
う
。
第
一
に
、
飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
至
る
ま
で
の
「
初
期
浄
土

教
理
論
」
。
第
二
に
、
平
安
時
代
に
お
け
る
「
浄
土
教
中
心
史
観
」
。
第
三
に
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
薪
仏
教
中
心
史
観
」
。
こ
の
よ
う
な

言
葉
で
仮
に
括
っ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
第
一
の
「
初
期
浄
土
教
理
論
」
は
、
塚
本
善
隆
氏
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
中
国
浄
土
教
理
論
で
あ
る
。
こ
の
塚
本
氏
の
シ
ェ
ー
マ
が
、
鎌
倉

時
代
の
「
新
仏
教
中
心
史
観
偏
と
結
託
し
、
井
上
光
貞
・
速
水
諸
氏
に
代
表
さ
れ
る
日
本
浄
土
教
史
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
規
定
し
て
き
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

は
、
礪
波
護
氏
の
指
摘
に
拠
る
ま
で
も
な
く
、
明
ら
か
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
塚
本
氏
の
所
説
は
、
龍
門
北
魏
窟
造
古
記
を
仏
教
史
史
料
と
し
て
利
用
し
た
嗜
矢
と
し
て
も
学
史
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
、
次
の

　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

よ
う
に
要
約
さ
れ
る
。

　
龍
門
北
魏
窟
造
像
記
に
お
い
て
尊
格
が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
を
そ
の
願
意
と
併
せ
て
考
察
す
る
と
、
神
亀
二
年
（
五
一
九
）
や
正
光
三

年
（
五
二
二
）
の
無
量
寿
山
南
像
記
で
は
必
ず
し
も
西
方
極
楽
往
生
へ
の
専
心
願
求
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
「
方
で
釈
迦
像
や
弥
勒
像

に
西
方
妙
楽
国
土
託
生
を
願
鼓
す
る
も
の
が
あ
る
。
故
に
、
こ
の
時
期
、
僧
尼
階
級
で
さ
え
、
弥
勒
・
阿
弥
陀
等
の
特
定
浄
土
に
対
す
る
教

理
的
概
念
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
れ
は
観
念
的
段
階
に
止
ま
り
、
そ
の
信
仰
の
実
情
は
漠
然
た
る
天
上
の
諸
仏
菩
薩
の
浄
土
を
願
求
す
る
と
い

う
「
漠
然
偏
た
る
未
分
化
・
未
成
熟
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
態
は
、
唐
代
に
至
る
過
程
で
、
浄
土
教
の
理
論
的
成
熟
と
そ
の
教
化
の
浸

透
に
よ
り
、
一
翼
一
浄
土
の
観
念
に
変
化
し
て
行
く
。
こ
れ
と
同
時
に
、
隆
昌
で
優
勢
で
あ
っ
た
釈
迦
・
弥
勒
信
仰
は
、
阿
弥
陀
・
観
音
信

仰
に
そ
の
地
位
が
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
行
く
こ
と
と
な
る
、
と
。

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

七
五
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つ
ま
り
、
中
国
南
北
朝
時
代
の
初
期
阿
弥
陀
信
仰
は
、
都
率
上
生
信
仰
等
の
他
の
往
生
浄
土
信
仰
と
未
分
化
な
状
態
に
あ
っ
た
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
同
時
代
の
大
陸
仏
教
美
術
の
影
響
下
に
あ
っ
た
飛
鳥
時
代
も
未
成
熟
な
阿
弥
陀
浄
土
信
仰
を
強
調
す
る
歴
史
観
を
指
す
。
こ
れ

は
以
下
の
発
展
史
観
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
。
但
し
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
本
論
冒
頭
の
第
一
の
問
題
と
も
一
部
関
わ
る
も
の
の
、
本
論
の

目
的
か
ら
逸
れ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
論
じ
な
い
。
後
考
を
倹
ち
た
い
と
思
う
。

　
第
二
の
「
浄
土
教
中
心
史
観
」
と
は
、
浄
土
教
が
宗
教
界
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
に
な
っ
た
と
考
え
る
と
い
う
位
の
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

こ
の
時
代
に
お
け
る
他
の
八
宗
（
皇
都
高
島
・
真
言
宗
・
天
台
宗
）
の
役
割
の
過
小
評
価
に
繋
が
っ
て
き
た
。
こ
れ
が
平
安
・
鎌
倉
時
代
の

仏
教
全
体
を
考
え
る
う
え
で
問
題
を
惹
起
す
る
の
は
、
第
一
の
問
題
の
考
察
で
も
そ
の
一
端
が
理
解
さ
れ
た
か
と
思
う
。

　
第
三
の
「
薪
仏
教
中
心
史
観
」
と
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
は
、
貴
族
階
層
の
独
占
物
に
陥
り
か
け
た
天
台
浄
土
教
の
行
き
詰
ま
り
を
打

破
し
、
大
衆
の
救
済
運
動
を
主
軸
と
す
る
浄
土
宗
を
中
心
と
し
た
「
鎌
倉
新
仏
教
」
が
、
仏
教
の
大
衆
化
を
進
め
、
宗
教
界
の
マ
ジ
ョ
リ
テ

ィ
ー
に
な
っ
た
と
考
え
る
見
方
と
規
定
で
き
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
以
降
の
近
世
仏
教
の
枠
組
み
と
、
そ
の
宗
派
史
的
研
究
の
蓄
積
を
消

化
し
、
洗
練
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
。

　
第
二
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
ネ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
実
は
こ
の
第
三
の
「
新
仏
教
中
心
史
観
」
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
大

石
氏
も
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
法
然
の
浄
土
宗
は
、
基
本
的
に
「
民
衆
」
の
救
済
の
阻
害
と
な
っ
て
い
た
「
九
品
」
階
位
の
決
定
理
由
で
あ

る
諸
行
（
作
善
）
の
価
値
体
系
を
無
化
す
る
べ
く
登
場
し
た
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
「
数
量
的
功
徳
主
義
」
の
背
後
に
存
し
て
い
た
、

財
力
の
あ
る
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
た
救
済
の
保
証
を
、
教
理
の
上
で
解
き
放
っ
た
と
言
え
る
。
す
る
と
、
九
品
来
迎
図
に
お
け
る
第
二
の

問
題
の
理
由
の
説
明
は
、
「
新
仏
教
中
心
史
観
」
で
は
説
明
不
可
能
と
な
る
。

　
で
は
、
問
題
は
こ
れ
だ
け
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
そ
う
で
は
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
井
上
浄
土
教
理
論
は
、
九
品
来
迎
図
の

み
な
ら
ず
、
鎌
倉
時
代
以
降
の
浄
土
教
美
術
全
体
を
考
え
る
う
え
で
も
、
重
要
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
築
い
て
い
た
。
し
か
し
、
実
は
こ
れ
も
、

こ
の
「
新
仏
教
中
心
史
観
」
で
は
括
り
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
作
品
の
「
質
扁
－
勿
論
当
時
の
価
値
観
を
前
提



と
す
る
、
当
然
「
質
」
の
高
低
は
、
財
力
、
つ
ま
り
世
俗
身
分
秩
序
と
連
動
す
る
一
が
、
高
度
な
も
の
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
新
仏
教
」
ほ
「
民
衆
」
と
い
う
シ
ェ
ー
マ
と
は
根
本
的
に
歯
い
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
。

　
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
来
迎
図
等
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
質
」
の
高
さ
を
「
新
仏
教
」
に
求
め
る
の
が
困
難
な
た
め
、

「
旧
仏
教
」
に
属
す
る
「
天
台
浄
土
教
」
と
い
う
説
明
概
念
を
繰
り
返
し
使
用
し
続
け
た
。
そ
れ
で
は
、
鎌
倉
時
代
浄
土
教
美
術
論
全
体
を

規
定
し
て
き
た
「
新
仏
教
中
心
史
観
」
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
矛
盾
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
、
濱
田
隆
氏
は
、
天
台
浄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

土
教
の
系
譜
を
継
承
す
る
浄
土
宗
の
一
派
で
あ
る
西
山
派
の
活
躍
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
濱
田
氏
以
降
は
、
「
西
山
派
」

の
概
念
が
、
盛
ん
に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
れ
で
問
題
は
解
決
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
私
に
言
わ
せ
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
。
な
る
ほ
ど
確
か
に
「
西
山
派
」
の

概
念
は
、
鎌
倉
時
代
浄
土
教
美
術
論
の
枠
内
の
み
に
お
い
て
は
、
あ
る
程
度
有
効
に
機
能
す
る
。
が
、
一
歩
そ
の
枠
を
越
え
て
、
鎌
倉
時
代

仏
画
、
否
、
彫
刻
も
含
め
た
仏
教
美
術
全
般
を
対
象
と
し
た
場
合
、
た
ち
ま
ち
に
そ
の
破
産
が
具
体
化
す
る
。
と
い
う
の
も
、
浄
土
教
美
術

に
限
ら
ず
、
仏
教
美
術
主
題
全
般
も
、
そ
の
残
存
遺
品
の
大
半
が
、
高
い
「
質
」
を
も
ち
、
か
つ
伝
統
的
主
題
の
再
生
産
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ

ー
で
捉
え
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
美
術
史
学
で
は
作
話
を
基
礎
に
立
論
す
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日

本
史
学
の
「
通
説
」
の
前
に
、
そ
の
矛
盾
を
明
確
に
意
識
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
調
停
が
図
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　
そ
れ
は
、
や
む
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
答
え
は
、
否
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
本
思
想
史
の
研
究
者
で
あ
る
佐
藤
弘
夫
氏
は
、

一
九
七
五
年
に
東
京
国
立
博
物
館
で
鎌
倉
時
代
仏
像
彫
刻
の
展
覧
会
を
見
た
際
に
井
上
光
貞
氏
の
『
浄
土
教
中
心
史
観
』
に
対
す
る
疑
問
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

起
こ
っ
た
、
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
美
術
主
題
だ
け
か
ら
見
て
も
、
「
浄
土
教
中
心
史
観
」
一
本
論
で
言
う
所
の
新
仏
教
中
心

史
観
と
も
重
複
一
に
対
す
る
懐
疑
が
、
毛
頭
の
観
察
か
ら
当
然
起
こ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
佐

藤
氏
の
言
は
、
そ
れ
が
意
図
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、
美
術
史
学
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
っ
た
と
雷
え
る
。
私
も
、
美
術
史
学
の
学
的
自
立
性
と

は
何
か
と
非
常
に
反
省
さ
せ
ら
れ
た
。

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

七
七
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そ
こ
で
、
私
た
ち
美
術
史
家
は
、
井
上
氏
の
シ
ェ
ー
マ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
立
ち
上
が
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
喜
ぶ
べ
き
か
悲

し
む
べ
き
か
、
井
上
氏
の
シ
ェ
ー
マ
は
、
す
で
に
本
家
本
元
の
日
本
史
学
に
お
い
て
厳
し
い
反
省
を
も
っ
て
見
つ
め
直
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

動
向
を
生
み
出
し
た
の
が
、
黒
田
俊
雄
氏
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
顕
密
体
制
論
で
あ
る
。
こ
の
研
究
の
深
化
の
中
か
ら
、
井
上
氏
の
見
解
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

す
る
厳
し
い
批
判
者
が
登
場
し
た
。
平
雅
行
氏
が
そ
の
人
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
私
は
、
大
石
氏
が
第
一
点
の
事
実
を
理
由
付
け
る
た
め
に
持

ち
出
し
た
第
二
の
点
に
代
わ
る
べ
き
理
由
を
見
い
だ
す
。
そ
れ
を
次
章
で
考
え
て
い
く
。

第
二
章
　
九
品
来
迎
と
日
本
史
学

　
第
【
節
　
九
品
来
迎
と
顕
密
体
鋼
論

　
ま
ず
、
抑
も
、
九
品
来
迎
図
は
、
私
見
で
は
、
大
き
く
捉
え
る
と
「
日
本
の
」
「
中
世
前
期
篇
に
の
み
流
行
し
た
特
有
の
空
題
で
あ
る
、

と
言
え
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
中
世
前
期
」
の
時
代
区
分
は
、
現
在
の
日
本
史
学
で
は
、
十
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
こ
ろ
ま
で

を
通
常
指
す
。
こ
の
時
期
だ
け
、
こ
の
画
題
が
盛
ん
に
描
か
れ
た
と
い
う
こ
と
自
体
が
非
常
に
大
切
な
問
題
と
雷
え
る
。
つ
ま
り
、
九
品
来

迎
図
と
は
、
こ
の
中
世
前
期
と
い
う
時
代
の
宗
教
心
の
状
況
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
日
本
中
世
前
期
に
非
常
に
独
特
な
形
を
と
っ
た
宗
教
界
の
あ
り
よ
う
」
に
つ
い
て
、
黒
田
俊
雄
氏
は
、
従
来
の
井
上
氏
ら
に
代
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

さ
れ
る
枠
組
み
で
は
説
明
に
不
都
合
が
生
じ
る
と
考
え
、
独
自
の
分
析
を
踏
ま
え
て
新
た
に
「
顕
密
画
嗣
」
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「
管
槍
体
制
」
と
は
、
荘
園
制
の
下
で
一
権
門
と
し
て
、
顕
密
寺
社
勢
力
が
、
密
教
に
よ
り
包
括
さ
れ
た
教
理
的
に
緩
や
か
な
相
互
併
存
の

状
況
を
作
り
出
し
、
国
家
を
象
徴
す
る
王
権
と
癒
着
し
て
正
統
宗
教
と
し
て
、
日
本
史
上
最
も
絶
大
な
宗
教
権
威
を
獲
得
し
た
時
期
に
相
当

す
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
言
う
と
勘
の
い
い
入
は
も
う
気
づ
い
た
で
あ
ろ
う
、
私
が
な
ぜ
こ
の
議
論
に
注
目
し
た
か
と
い
う

こ
と
に
。
そ
う
、
こ
の
学
説
は
、
端
的
に
延
う
と
、
中
世
の
仏
教
界
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
り
続
け
た
の
は
、
「
旧
仏
教
扁
で
あ
る
と
し



て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
、
今
日
残
る
仏
教
美
術
遺
品
群
の
大
勢
を
う
ま
く
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
｝

　
更
に
、
そ
の
顕
密
体
制
の
基
本
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
、
平
雅
行
氏
な
の
で
あ
る
。

　
平
氏
は
、
顕
密
体
制
の
基
本
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
「
諸
行
往
生
㎏
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
差
別
的
に
存
在
す
る
宗
教
的
資
質
・
能
力
の

差
異
は
、
因
果
応
報
思
想
か
ら
、
前
世
の
「
宿
縁
」
（
前
世
で
の
善
行
に
よ
り
今
世
で
高
い
宗
教
的
資
質
に
恵
ま
れ
、
悪
行
に
は
そ
の
逆
と
考

え
る
）
に
よ
る
と
い
う
仏
教
的
思
考
が
ま
ず
あ
る
。
こ
の
宗
教
的
資
質
（
仏
教
用
語
で
「
機
根
」
と
雷
う
）
は
、
そ
の
能
力
の
高
い
も
の
ほ

ど
少
な
い
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
の
階
層
構
造
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
平
氏
は
、
「
階
層
的
機
根
観
」
と
概
念
化
し
た
。
そ
れ
を
前

提
と
し
て
、
諸
行
・
作
善
の
内
部
に
は
優
劣
の
価
値
体
系
が
存
在
し
、
方
便
思
想
に
よ
り
、
勝
機
・
優
れ
た
者
に
は
高
度
な
作
善
が
、
劣

機
・
劣
っ
た
者
に
は
低
級
な
作
善
が
相
応
し
い
と
す
る
考
え
方
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
宗
教
的
達
人
（
1
1
「
出
家
」
）
、
つ
ま
り
顕
密
仏
教

が
救
済
の
価
値
体
系
を
独
占
的
に
保
持
す
る
構
造
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
で
あ
る
か
ら
、
生
前
の
行
い
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
如
来
の
救
済
の
方
法
、
す
な
わ
ち
「
来
迎
」
に
九
通
り
の
「
差
別
」
が
あ
る
と
す
る
『
観

経
』
の
九
品
来
迎
の
理
論
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ
に
「
諸
行
往
生
」
の
論
理
の
象
徴
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
た
。

　
そ
し
て
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
恩
讐
体
制
の
も
と
で
は
、
「
王
法
仏
法
相
依
論
」
等
に
典
型
的
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
宗
教
と

政
治
が
癒
着
関
係
に
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
王
権
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
互
補
完
の
一
つ
の
具
体
的
形
態
と
し
て
、
こ
の
階
層

的
機
根
観
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
に
天
皇
を
頂
点
と
す
る
世
俗
的
身
分
秩
序
を
混
同
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
、
法
然
に
よ
る
浄
土
宗
が
、
諸
宗
浄
土
教
の
段
階
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
他
の
仏
は
別
と

し
て
も
、
少
な
く
と
も
阿
弥
陀
如
来
の
救
済
に
与
る
た
め
に
は
、
「
念
仏
」
以
外
は
不
要
、
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
わ
ざ
わ
ざ
「
自
力
」

を
た
の
ん
で
従
来
の
「
諸
行
」
を
行
う
の
は
、
「
末
法
」
の
世
の
「
機
根
」
の
劣
っ
た
悪
人
を
救
う
た
め
に
「
易
行
」
で
あ
る
「
念
仏
」
を

特
に
「
選
択
」
し
、
後
は
阿
弥
陀
如
来
の
力
で
極
楽
に
救
い
上
げ
よ
う
と
し
た
阿
弥
陀
如
来
の
「
本
願
」
に
反
し
、
阿
弥
陀
の
「
他
力
」
を

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

七
九
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信
じ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
障
害
に
す
ら
な
る
、
と
し
た
。
こ
れ
は
、
「
諸
行
往
生
」
の
価
値
体
系
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
平
氏
は
、

こ
の
往
生
行
と
し
て
念
仏
の
み
を
認
め
、
そ
れ
以
外
の
諸
行
の
価
値
を
無
化
す
る
新
た
な
浄
土
宗
に
お
け
る
宗
教
的
価
値
体
系
を
、
「
一
向

専
修
」
と
規
定
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
顕
密
仏
教
は
自
ら
の
宗
教
的
権
威
の
象
徴
、
否
、
そ
れ
を
作
り
出
し
て
い
た
「
諸
行
往
生
」
の
価
値

体
系
の
危
機
に
直
面
す
る
に
歪
つ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
顕
密
仏
教
は
「
諸
行
往
生
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
重
要
性
を
痛
切
に
自
覚
し
た
。
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
固
執
し
て
、

自
ら
と
癒
着
し
て
い
た
王
権
を
動
か
し
て
、
浄
土
宗
に
対
す
る
強
硬
な
弾
圧
を
進
め
た
の
で
あ
り
、
一
方
で
　
層
徹
底
し
て
自
ら
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
（
1
1
「
諸
行
往
生
」
疑
「
九
品
来
迎
」
）
の
宣
揚
に
こ
れ
努
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
九
品
来
迎
図
の
造
形
に
お
け
る
第
二
の
問
題
、
つ
ま
り
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
九
品
来
迎
が
一
層
先
鋭
な
感
覚
の
下
に
作
ら
れ
る
理

由
は
、
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
は
、
む
し
ろ
顕
密
仏
教
の
浄
土
宗
へ
の
及
動
的
動
向
と
係
わ
る
も
の
と
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

る
か
ら
、
そ
れ
は
、
エ
ミ
ー
ル
薩
マ
ー
ル
が
か
つ
て
鮮
や
か
に
図
像
学
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
対
抗
宗
教
改
革
運
動
の
中
で
、
教
皇
権
の
正
統
性
を
強
調
す
る
鉄
筆
が
急
速
に
勃
興
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
美

術
の
動
向
に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ル
タ
ー
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
堕
落
に
対
し
、
聖
書
主
義

を
掲
げ
、
教
皇
権
を
否
定
し
、
宗
教
改
革
の
上
火
を
挙
げ
た
。
そ
の
勢
力
が
強
ま
っ
た
こ
と
に
危
機
感
を
抱
い
た
カ
ト
リ
ッ
ク
側
は
、
今
ま

で
自
明
の
こ
と
と
し
て
深
く
自
覚
す
る
こ
と
の
無
か
っ
た
－
当
然
、
宣
伝
す
る
ま
で
も
無
か
っ
た
ー
ー
自
ら
の
権
威
の
源
泉
で
あ
る
教
皇

権
の
重
要
性
に
初
め
て
思
い
誇
り
、
そ
の
神
聖
さ
を
強
調
す
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
視
覚
芸
術
と
い
う
形
式
を
借
り
て
お
こ
な
っ
た
。
そ
う
し

た
構
図
と
、
九
贔
来
迎
図
の
お
か
れ
た
位
置
と
は
極
め
て
酷
似
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
そ
れ
で
は
、
次
節
か
ら
は
、
「
九
八
来
迎
」
と
い
う
概
念
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
営
舎
体
綱
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
発
動
さ
れ
た
か

を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。



　
第
二
節
　
九
品
来
迎
と
「
徳
政
」

　
ま
ず
最
初
に
指
摘
す
べ
き
は
、
「
九
品
来
迎
」
が
「
徳
政
」
と
い
う
観
念
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
を
今
か
ら

証
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
前
に
、
こ
の
「
徳
政
」
の
観
念
を
説
明
し
て
お
く
。
こ
れ
は
、
天
人
相
関
説
に
基
づ
く
。
つ
ま
り
、
「
悪
政
」
は
、

天
の
怒
り
1
具
体
的
に
は
天
災
等
の
形
を
と
っ
て
地
上
に
発
現
す
る
一
を
招
来
す
る
た
め
、
君
徳
の
発
現
が
政
治
的
倫
理
と
し
て
希
求

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
り
「
善
政
」
が
保
証
さ
れ
る
に
至
る
と
い
う
、
中
国
前
漢
の
踏
舞
欝
以
降
発
達
し
た
儒
教
的
政
治
倫
理
思

想
で
あ
る
。
こ
の
「
徳
政
」
観
念
は
、
近
年
日
本
史
学
で
注
目
さ
れ
て
い
る
政
治
思
想
で
あ
る
。

　
特
に
、
井
原
今
朝
男
氏
は
、
朝
廷
の
年
中
行
事
等
は
、
こ
の
「
徳
政
」
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
こ
そ
中
世
国
家
の
最
高
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
0
）

理
念
そ
の
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
、
非
常
に
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
も
し
、
こ
れ
が
正
し
い
の
な
ら
ば
、
「
九
品
来
迎
」
の
観

念
は
、
中
世
国
家
の
最
高
政
治
理
念
そ
の
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
美
術
史
学
か
ら
始
ま
っ
た
私
の
問
は
、
美
術
史
学
を
離
れ
た

地
点
ま
で
辿
り
着
い
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
祭
儀
を
執
行
す
る
こ
と
は
、
天
意
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
順
調
な
四
時
の

運
行
を
保
証
し
、
国
土
の
安
穏
と
豊
饒
を
約
束
す
る
。
そ
の
祭
儀
の
執
行
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
は
、
農
耕
祭
祀
を
起
源
と
す
る
天
皇
権
に
集
約
さ

れ
て
い
き
、
天
皇
権
は
よ
り
神
聖
視
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
更
に
、
そ
の
祭
儀
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
握
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
祭
儀
の

執
行
経
費
の
徴
収
　
　
そ
れ
は
国
役
・
荘
園
公
事
と
し
て
在
地
か
ら
徴
収
さ
れ
る
一
を
正
当
化
す
る
。
逆
に
、
在
地
の
側
も
そ
れ
を
支
持

し
た
の
で
あ
り
、
中
世
は
「
徳
政
」
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
強
固
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
徳
政
令
や
徳
政
一
揆
等
は
、
「
徳
政
」
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
逆
手
に
取
っ
た
民
衆
の
側
か
ら
の
逆
ベ
ク
ト
ル
の
作
用
で
あ
り
、
中
世
だ
か
ら
こ
そ
起
こ
り
得
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
九
品
来
迎
に
関
連
し
て
、
実
際
に
こ
の
「
徳
政
」
が
仏
教
と
如
何
な
る
関
係
を
保
持
す
る
に
躍
っ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
こ
こ
で
ま
ず
紹
介
し
て
お
き
た
い
も
の
に
、
久
野
修
義
氏
の
研
究
が
あ
る
。
久
野
氏
は
、
治
承
の
源
平
の
兵
火
で
焼
失
し
た
東
大
寺
大
仏

の
再
建
事
業
に
関
し
て
、
後
白
河
院
が
、
聖
に
よ
る
勧
進
再
興
事
業
を
通
じ
て
、
治
承
・
寿
永
内
乱
を
通
じ
た
死
者
に
対
す
る
鎮
魂
と
平
和

へ
の
祭
儀
－
「
徳
政
」
一
を
執
行
す
る
こ
と
で
、
自
身
に
宗
教
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
が
所
在
す
る
こ
と
を
周
知
せ
し
め
た
、
と
指
摘
し
た
。

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

八
一
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こ
の
指
摘
を
念
頭
に
お
け
ぽ
、
院
政
期
に
院
を
中
心
に
行
わ
れ
た
大
規
模
作
善
事
業
の
本
質
も
み
え
て
こ
よ
う
。
実
は
、
こ
の
院
の
大
規

模
な
作
善
事
業
－
こ
の
場
合
は
法
会
！
の
実
態
を
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
、
顕
密
仏
教
教
団
の
構
成
員
で
あ
る
僧
に
対
し
、
法
会
を
勤

仕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
僧
位
僧
官
と
い
う
社
会
的
地
位
と
布
施
と
い
う
物
質
的
報
酬
を
与
え
る
こ
と
が
少
な
か
ら
ぬ
役
割
を
果
た
し
て
い

る
こ
と
に
気
付
く
。
ま
た
、
そ
の
僧
侶
の
選
定
に
は
、
政
治
的
配
慮
が
看
取
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
院
の
法
会
と
は
、
天
皇
権
を
背
景
に
し
た

院
の
権
威
に
よ
っ
て
、
そ
の
事
業
に
準
公
的
性
格
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
僧
尼
令
に
基
づ
く
公
家
の
権
能
を
分
与
し
、
従
来
の
公
家
の
法
会

で
は
対
処
で
き
な
い
ほ
ど
肥
大
化
し
た
僧
侶
－
特
に
北
京
権
門
寺
院
一
の
利
害
の
調
停
と
操
縦
を
図
っ
た
と
傷
え
る
。
こ
れ
は
、
「
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

宮
位
補
任
シ
ス
テ
ム
」
と
概
念
化
で
ぎ
る
と
思
う
。

　
更
に
忘
れ
て
は
い
け
な
い
の
は
、
こ
の
大
規
模
作
善
事
業
が
、
「
僧
官
位
補
任
シ
ス
テ
ム
」
等
を
通
じ
た
実
際
の
顕
密
仏
教
教
団
の
操
縦

で
あ
る
と
同
時
に
、
宗
教
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
所
在
を
視
覚
的
に
象
徴
す
る
場
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
実
際
は

他
の
権
門
を
圧
し
て
豪
華
華
麗
1
1
「
過
差
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
統
治
理
念
に
お
い
て
、
「
過
差
」
は
、
天
入
相
関
説
に
基
づ

く
君
徳
の
発
現
ほ
「
徳
政
」
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
、
し
ぼ
し
ぼ
禁
制
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。
で
あ
る
か
ら
、
統
治
者
自
ら
が
そ
れ
を
破

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
＞

棄
す
る
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
遠
藤
基
郎
氏
の
「
過
差
」
の
禁
制
を
巡
る
議
論
に
よ
り
説
明
を
加
え
る
と
、
こ
こ
に
示
さ
れ

た
「
過
差
」
を
巡
る
二
律
背
反
性
は
、
国
政
の
領
導
主
体
で
あ
る
一
方
で
、
私
的
権
門
で
も
あ
っ
た
院
の
は
ら
む
潜
在
的
矛
盾
の
発
現
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
荘
園
支
配
に
お
い
て
も
類
似
の
現
象
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
即
ち
、
院
は
、
一
方
で
国
政
運
営
の
主
体
と
し
て
は

荘
園
整
理
令
を
発
し
な
が
ら
、
荘
園
公
領
制
下
に
お
け
る
寄
進
地
系
荘
園
の
集
中
に
よ
り
最
大
の
荘
園
領
主
の
一
つ
に
な
り
、
そ
れ
が
皮
肉

に
も
、
院
の
政
治
的
安
定
を
確
保
し
、
国
政
上
で
の
院
権
力
を
強
化
し
た
、
と
な
る
。

　
以
上
の
観
点
に
立
つ
時
、
「
数
量
的
功
徳
主
義
篇
と
い
う
用
語
に
お
け
る
そ
の
従
来
の
内
包
概
念
が
、
如
何
に
こ
れ
ら
の
事
業
の
持
つ
社

会
性
と
い
う
視
角
の
欠
落
し
た
不
適
切
な
も
の
で
あ
る
か
も
分
か
る
と
思
う
。
そ
の
数
量
性
の
原
因
は
、
個
人
性
よ
り
も
、
仏
教
的
利
他
行

性
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
そ
の
仏
教
の
「
利
他
偏
観
念
の
背
後
に
潜
在
し
て
い
た
者
こ
そ
、
儒
教
的
徳
政
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー



な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
事
実
は
こ
れ
ら
事
業
の
領
導
主
体
を
考
え
れ
ば
自
明
で
あ
る
。
今
國
は
詳
論
し
な
い
が
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
融

通
念
仏
の
発
生
の
基
盤
も
こ
こ
に
存
す
る
と
考
え
る
。

　
院
政
期
作
善
に
お
け
る
「
数
量
性
」
と
並
ぶ
「
大
規
模
性
鳳
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
但
し
、
「
過
差
性
」
は
、
「
徳
政
」
観
念
と
表
裏
を
な

す
の
だ
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
「
徳
政
」
観
念
の
も
た
ら
し
た
二
律
背
反
性
の
も
う
一
側
面
を
表
し
、
「
数
量
性
」
等
と
は
逆
座
標
に
位
置
す

る
も
の
で
あ
り
、
勝
れ
て
政
治
的
性
格
を
濃
厚
に
帯
び
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
に
戴
然
と
二
元
論
的
に
区
分
す
る
の
が
本
論
の

目
的
で
は
な
い
。
抑
も
、
こ
れ
ら
三
領
域
は
相
互
に
交
差
し
、
厳
密
な
区
分
な
ど
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
但
し
、
こ
れ
ら
三
特
質
を
全
て
「
徳
政
」
観
念
に
連
結
せ
よ
、
と
言
う
訳
で
は
な
い
。
こ
れ
に
は
、
従
来
粗
雑
に
使
用
さ
れ
て
き
た

「
公
」
「
私
」
概
念
が
絡
む
。
つ
ま
り
、
「
公
」
目
王
家
・
国
政
と
し
、
そ
れ
以
外
を
「
宇
土
の
範
躊
に
押
し
込
め
る
用
例
で
あ
る
。
「
公
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

対
す
る
「
私
」
の
概
念
が
「
個
人
」
と
等
号
で
結
べ
な
い
こ
と
は
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
は
「
個
人
性
」
を
全
く
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

平
安
時
代
後
期
の
「
美
麗
」
の
仏
画
誕
生
の
背
景
に
、
法
華
経
信
仰
の
隆
盛
を
認
め
、
『
法
華
経
』
巻
一
方
便
品
第
二
の
小
善
成
仏
の
比
喩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

が
鑑
善
審
美
を
促
す
反
語
の
意
を
有
し
て
い
た
と
す
る
、
有
賀
祥
隆
氏
の
指
摘
を
侯
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
北
斉
天
保
十
年
（
五
五
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

張
轍
鬼
造
意
記
の
「
然
擁
沙
塔
、
福
不
唐
。
損
画
地
聖
像
、
功
殊
智
力
。
況
崇
基
美
製
、
量
有
不
験
者
哉
」
と
い
う
字
句
そ
の
も
の
で
あ
り
、

中
国
で
も
早
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
思
想
で
あ
る
。
こ
の
「
美
」
を
「
数
」
に
敷
慣
し
て
「
数
量
的
功
徳
主
義
」
に
連
関
せ
し
む
の
は
、
思

考
と
し
て
あ
り
得
る
と
も
思
う
。
故
に
、
平
安
時
代
後
期
作
善
に
「
個
人
性
」
に
大
き
く
依
拠
す
る
「
数
量
的
功
徳
主
義
」
が
存
在
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

た
か
も
知
れ
な
い
の
は
認
め
て
も
よ
い
。
け
れ
ど
も
、
私
が
「
数
量
的
功
徳
主
義
」
用
語
を
批
判
し
た
の
は
、
「
私
」
に
含
ま
れ
な
が
ら
個

人
性
の
外
に
あ
る
も
の
に
対
す
る
視
角
の
欠
如
で
あ
り
、
そ
れ
が
平
安
時
代
公
家
日
記
等
に
出
現
す
る
権
門
勢
家
の
作
善
の
本
質
の
過
半
1
1

「
徳
政
」
を
見
損
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
中
世
前
期
宗
教
活
動
に
お
け
る
強
い
政
治
性
は
、
や
は
り
「
九
品
来
迎
」
と
も
密
接
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
「
九
品
来
迎
」
思
想
自
体
が
、
本
来
宗
教
的
階
層
秩
序
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
政
治
的
階
層
秩
序
が
オ
ー
バ
ー

　
　
　
　
九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
二
号

八
四

ラ
ッ
プ
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ぽ
、
容
易
に
首
肯
さ
れ
る
と
思
う
。

　
そ
こ
で
、
「
徳
政
」
観
念
が
、
「
九
品
来
迎
」
な
る
宗
教
教
理
と
如
何
な
る
具
体
的
結
合
形
態
を
有
し
て
い
た
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
間
に
対
し
て
私
は
自
信
を
持
っ
て
次
の
よ
う
に
答
え
る
、
両
者
の
結
合
の
代
表
的
形
態
は
所
謂
「
九
体
阿
弥
陀
堂
」
で
あ
る
、

と
。　

平
安
時
代
後
期
に
お
け
る
摂
関
家
・
院
に
よ
る
大
規
模
な
九
体
阿
弥
陀
堂
の
造
立
は
、
自
身
の
宗
教
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
所
在
を
明
示
す
る

と
い
う
極
め
て
政
治
的
な
色
彩
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
た
と
言
え
る
。
礪
波
恵
昭
氏
の
主
張
す
る
よ
う
な
往
生
へ
の
不
安
か
ら
九
品
の
救
済
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

漏
れ
な
い
よ
う
に
造
立
し
た
な
ど
と
い
う
学
説
は
到
底
首
肯
し
得
ず
、
当
時
の
願
文
な
ど
に
常
套
的
用
語
と
し
て
現
れ
る
「
衆
生
平
等
利

益
」
こ
そ
、
本
質
的
な
性
格
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
平
等
」
と
は
い
え
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
上
下
の
差
別
的
階
層
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
僧
侶
と
大
檀
越
の
宗
教
的
優
位
の
下
で
の
、
作
善
を
な
し
得
ぬ
貧
者
、
階
層
的
機
根
観
に
基
づ
く
女
人
・
非
人
等
へ
の
差
別
観
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

の
本
質
で
あ
り
、
こ
う
し
た
上
層
貴
族
階
級
が
、
自
身
の
下
品
往
生
を
是
認
し
て
い
た
と
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
。

　
平
安
尊
堂
の
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
像
の
中
尊
が
救
済
を
象
徴
す
る
来
迎
印
で
あ
る
以
外
、
定
時
と
い
う
密
教
の
教
理
上
の
象
徴
的
意
義

し
か
も
た
な
い
印
相
で
表
さ
れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
そ
の
祖
型
が
道
長
の
無
量
寿
院
に
存
在
し
た
と
ほ
ぼ
無
条
件
に
美
術
史
学
で
肯
定
さ
れ

て
い
る
点
は
、
大
檀
越
の
上
品
上
生
往
生
願
望
に
、
申
し
訳
程
度
に
付
加
さ
れ
た
支
配
者
の
当
然
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
の
被
支
配
者
「
百

姓
」
に
対
す
る
「
慈
悲
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
「
徳
政
」
の
発
現
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
他
の
八
品
が
全
て
無
機
的

な
定
印
の
み
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
ら
の
「
百
姓
」
観
を
端
的
に
示
す
。
そ
れ
は
、
津
田
左
右
吉
氏
が
『
枕
草
子
蜘
に
お
い
て
指
摘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
V

し
た
、
農
民
を
讐
げ
す
」
呼
ば
わ
り
し
嘲
笑
す
る
上
か
ら
臨
む
冷
血
な
清
少
納
雷
の
視
線
と
交
差
し
て
い
る
。
こ
の
「
九
品
」
の
差
異
に
支

え
ら
れ
た
「
諸
行
往
生
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、
浄
土
宗
の
登
場
に
よ
り
危
機
に
直
面
す
る
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

重
要
性
が
認
識
さ
れ
、
そ
の
差
異
の
強
調
へ
と
向
か
わ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
鎌
愈
時
代
以
降
に
登
場
す
る
単
独
で
上
品
上
生
来
迎
を
示

し
た
来
迎
図
の
制
作
も
以
上
の
理
由
に
よ
っ
て
い
る
。



　
更
に
、
嘉
承
元
年
（
　
一
〇
七
）
に
建
立
さ
れ
た
奥
州
藤
原
氏
の
平
泉
大
長
寿
院
二
階
大
弓
や
、
そ
れ
を
模
倣
し
対
抗
し
て
建
久
三
年

（一

鼡
纉
�
j
に
鎌
倉
に
建
立
さ
れ
た
源
氏
の
永
福
寺
二
階
堂
等
等
の
一
部
の
九
体
阿
弥
陀
堂
に
戦
没
者
追
善
の
意
義
を
負
わ
せ
る
の
は
、

ま
さ
し
く
奈
良
時
代
以
来
の
作
善
に
よ
る
亡
者
追
善
の
信
仰
の
周
延
に
位
置
し
、
各
階
層
の
平
等
な
救
済
と
い
う
名
目
の
も
と
に
宗
教
的
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー
の
所
在
を
明
示
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
意
図
の
発
現
と
い
え
る
。
奥
州
藤
原
氏
の
大
長
寿
院
が
前
九
年
・
後
三
年
の
役
の
戦
没
者

追
善
を
、
源
氏
の
永
福
寺
二
階
堂
が
奥
州
合
戦
の
戦
没
者
追
善
を
意
図
し
た
の
は
、
統
治
に
お
け
る
「
徳
政
」
の
一
環
と
捉
え
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。

　
ま
た
、
平
等
院
鳳
鳳
堂
の
本
尊
後
壁
表
面
画
主
題
も
参
考
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
康
和
三
年
（
＝
〇
一
）
の
第
一
回
大
修
理
時
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

描
き
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
私
は
阿
弥
陀
浄
土
を
併
画
し
た
弥
勒
下
生
変
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
か
つ
て
提
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
鳳

鳳
堂
の
内
部
空
間
の
統
合
理
念
が
判
然
と
す
る
。

　
即
ち
、
九
品
来
迎
と
は
、
「
徳
政
」
の
観
念
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。
大
檀
越
で
あ
る
摂
関
家
は
、
国
政
を
領
導
す
る
主
体
で
あ
る

こ
と
を
自
他
共
に
任
じ
、
そ
の
支
配
者
と
し
て
の
当
然
あ
る
べ
き
「
慈
悲
」
の
形
態
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
を
「
平
等
利
益
」
す
る
為
に
、

こ
の
九
品
来
迎
図
を
扉
に
描
か
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
弥
勒
成
仏
迄
の
時
間
的
空
隙
の
問
、
「
宋
代
」
の
衆
生
を
輪
廻
の
呪
縛
か
ら

救
済
し
、
極
楽
に
往
生
さ
せ
、
竜
華
に
値
遇
せ
し
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
本
尊
後
壁
画
の
主
題
と
し
て
極
楽
を
併
画
し
た
弥
勒
初
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

場
面
を
描
く
の
は
、
宗
教
的
無
能
力
者
で
あ
る
「
百
姓
」
の
救
済
も
念
頭
に
置
い
て
い
る
が
故
に
、
こ
の
画
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
、
周
囲
を
取
り
巻
く
扉
絵
に
描
か
れ
た
九
品
の
衆
生
を
摂
す
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
位
置
、
内
容
共
に
最
も
相
応
し
い
も
の
と
言
え
る

と
思
う
。

　
最
後
に
ま
と
め
て
お
く
と
、
「
徳
政
」
に
よ
り
、
天
人
相
関
説
か
ら
「
善
政
」
が
保
証
さ
れ
る
が
、
こ
の
思
考
は
、
「
平
等
」
の
概
念
に
も

示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
社
会
的
階
層
の
差
異
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
徳
政
」
が
支
配
層
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
政

治
・
宗
教
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
所
在
を
明
示
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
徳
政
」
の
観
念
と
は
齪
館
す
る
「
過
差
」
を
以
て
な

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

八
五
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さ
れ
る
の
は
他
と
の
差
異
化
を
図
る
た
め
の
ジ
レ
ン
マ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
節
　
「
九
品
来
迎
」
と
世
俗
的
身
分
秩
序

　
さ
て
、
前
章
で
は
、
「
徳
政
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
「
九
品
来
迎
」
思
想
の
公
的
性
格
を
み
て
き
た
。
「
徳
政
」
に
は
、
国
家
祭
祀
の
名
目
下

で
の
国
家
的
徴
税
機
構
を
通
じ
た
負
担
の
外
に
、
も
う
ひ
と
つ
「
勧
進
」
と
い
う
重
要
な
形
態
が
あ
る
こ
と
は
、
久
野
修
義
氏
の
東
大
寺
大

仏
再
建
論
で
も
少
し
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
「
九
品
来
迎
」
思
想
と
、
そ
の
「
勧
進
」
の
具
体
的
形
態
と
の
関
係
を
探
る
こ

と
で
、
実
際
の
庶
民
地
域
社
会
に
お
け
る
「
九
品
来
迎
」
思
想
の
発
動
形
態
を
考
察
す
る
。

　
こ
の
最
も
良
き
史
料
が
、
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）
の
壱
岐
鉢
形
嶺
経
塚
出
土
弥
勒
仏
坐
像
台
座
九
品
刻
銘
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

か
つ
て
詳
論
し
た
こ
と
が
あ
り
、
本
論
で
は
そ
の
概
略
を
再
論
す
る
に
と
ど
め
る
が
、
こ
れ
は
日
本
に
お
け
る
宗
教
的
言
説
の
世
俗
的
秩
序

と
の
密
通
と
、
そ
の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
の
転
化
を
、
端
的
に
象
徴
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
こ
れ
は
弥
勒
信
仰
と
関
与
し
て
い
る
点
に
ま
ず
注
意
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
分
野
で
の
金
字
塔
と
い
う
べ
き
平
岡
紅
海
、

　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

速
水
侑
両
氏
の
業
績
を
参
照
し
た
が
満
足
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
即
ち
、
速
水
氏
の
枠
組
み
は
、
基
本
的
に
井
上
氏
の
枠
組
み
を
克
服
す
る

も
の
で
は
な
く
、
十
一
世
紀
と
十
二
世
紀
の
阿
弥
陀
・
弥
勒
信
仰
の
結
合
形
態
の
差
異
に
対
す
る
歴
史
的
位
置
付
け
が
不
十
分
に
終
わ
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
貴
族
階
級
に
は
存
続
し
続
け
た
作
善
主
義
に
依
拠
す
る
都
率
上
生
信
仰
が
、
十
一
世
紀
後
半
頃
か
ら
地
方
豪
族
層
に
お
い

て
急
速
に
衰
退
し
、
圧
倒
的
に
極
楽
往
生
・
弥
勒
下
生
信
仰
の
共
存
が
主
流
と
な
る
と
い
う
、
中
央
貴
族
階
層
と
そ
れ
に
対
置
し
て
存
在
す

る
「
百
姓
」
目
民
衆
階
層
に
お
け
る
阿
弥
陀
信
仰
と
弥
勒
信
仰
の
相
違
し
た
現
象
の
発
現
の
理
由
づ
け
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
弥
勒
信
仰
は
、
『
弥
勒
上
生
経
隠
に
基
づ
く
都
率
上
生
信
仰
と
、
『
弥
勒
下
生
経
聯
に
基
づ
く
弥
勒
下
生
信
仰
に
区
分
さ
れ
る
。
後
者
は
絶

対
的
救
済
者
に
よ
る
受
動
的
救
済
を
説
き
、
被
救
済
者
の
宗
教
的
資
質
は
不
問
に
付
さ
れ
る
の
に
対
し
、
前
者
は
後
者
の
下
生
迄
五
十
六
億

七
千
万
年
な
る
天
文
学
的
時
間
経
過
を
要
す
る
と
い
う
輪
廻
思
想
上
の
欠
陥
か
ら
案
出
さ
れ
た
も
の
で
積
極
的
な
達
人
的
善
行
が
要
求
さ
れ



る
。
故
に
、
新
羅
の
元
暁
が
『
弥
勒
上
生
経
至
要
』
で
上
生
経
を
中
品
相
当
に
、
下
生
経
を
下
品
相
当
に
配
当
し
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
り
、

こ
こ
で
宗
教
的
資
質
に
よ
り
救
済
の
差
別
の
存
在
す
る
九
品
思
想
が
説
明
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
実
に
象
徴
的
で
あ
る
。

　
で
あ
る
か
ら
、
都
率
上
生
信
仰
は
、
院
政
期
に
入
っ
て
か
ら
、
被
支
配
階
層
の
救
済
を
前
提
と
し
た
阿
弥
陀
念
仏
の
「
易
行
」
の
強
調
と

相
対
的
に
、
「
難
行
」
ほ
「
勝
行
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
丸
瓦
体
制
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支
配
の
一
翼
を
担
い
つ
つ
、
浸
透
し
て
い
っ
た
と

考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
信
仰
の
差
異
は
、
世
俗
的
階
層
の
差
異
と
連
動
し
、
弥
勒
上
生
信
仰
は
「
勝
機
」
で
あ
る
中
央

貴
族
と
僧
侶
階
級
に
限
定
さ
れ
、
他
方
、
念
仏
は
「
点
食
」
で
あ
る
地
方
豪
族
を
含
む
一
般
大
衆
に
充
て
ら
れ
、
隆
盛
を
遂
げ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
弥
勒
信
仰
は
上
生
信
仰
と
下
生
信
仰
に
完
全
に
分
離
せ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
れ
は
弥
勒
信
仰
の
孕
む
二
重
構
造
が
、
末

法
観
の
浸
透
に
よ
る
輪
廻
思
想
の
矛
盾
の
暴
露
に
よ
っ
て
、
露
見
す
る
に
至
っ
た
と
雷
う
べ
き
で
あ
る
。
故
に
、
三
会
値
遇
を
主
眼
と
す
る

下
生
信
仰
が
被
支
配
階
層
内
に
お
い
て
存
続
す
る
た
め
に
は
、
浄
土
教
信
仰
と
の
結
び
付
ぎ
に
お
い
て
初
め
て
教
理
的
な
完
全
性
を
獲
得
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
平
等
院
鳳
鳳
堂
本
尊
後
壁
表
面
画
・
王
孫
を
考
察
す
る
う
え
で
重
要
な
意

　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

義
を
帯
び
た
の
で
あ
る
。

　
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
十
一
・
十
二
世
紀
の
弥
勒
信
仰
の
階
層
に
よ
り
差
異
化
し
た
信
仰
形
態
の
発
現
は
、
顕
密
仏
教
の
階
層
的
差
別
に
依

拠
し
た
抑
圧
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
強
化
を
象
徴
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
見
て
み
れ
ば
、

こ
の
晶
晶
の
人
物
群
の
ラ
ン
ク
付
け
に
も
、
世
俗
的
身
分
秩
序
が
混
在
し
て
い
る
の
は
敢
え
て
驚
く
に
足
り
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
か

ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
そ
こ
で
、
私
は
、
小
川
弘
和
氏
の
再
編
悪
感
・
国
使
体
綱
論
に
依
拠
し
て
、
こ
の
九
品
結
縁
の
意
味
を
解
釈
し
た
。
そ
の
骨
子
は
以
下
の

二
点
で
あ
る
。

　
第
一
に
律
令
制
解
体
に
際
し
て
の
在
地
の
農
耕
祭
祀
に
お
い
て
、
神
仏
習
合
な
ど
の
動
き
を
通
じ
て
、
仏
教
は
天
皇
制
に
代
わ
る
代
替
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
を
提
供
し
、
在
地
領
主
階
層
と
癒
着
を
深
め
、
そ
れ
は
在
地
の
階
層
秩
序
形
成
に
も
大
き
く
関
与
し
た
。

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

八
七
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第
二
に
、
結
縁
勧
進
と
い
う
形
態
は
、
松
尾
剛
次
氏
に
よ
り
鎌
倉
時
代
後
半
に
は
自
発
的
資
力
の
提
供
と
い
う
側
面
よ
り
も
荘
園
領
主
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

ら
の
一
種
の
強
制
的
賦
課
に
転
化
す
る
と
い
う
側
面
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
在
地
支
配
構
造
と
い
え
る
。
小
川
氏

に
よ
る
と
、
こ
の
経
塚
が
造
営
さ
れ
た
延
久
三
年
（
一
〇
七
一
）
の
頃
、
つ
肥
り
十
一
世
紀
後
半
に
は
、
都
市
領
主
に
よ
る
莫
大
な
資
本
投

下
を
要
す
る
開
発
が
展
開
し
、
村
落
を
単
位
と
す
る
郷
村
私
領
主
支
配
と
郡
郷
司
に
よ
る
広
域
的
労
働
編
成
と
が
相
互
依
存
的
に
結
合
し
て
、

「
勧
農
」
体
制
が
確
立
し
、
十
二
世
紀
に
至
り
開
発
が
一
定
の
完
了
を
み
、
そ
れ
に
伴
い
農
村
の
内
部
階
層
秩
序
が
確
立
し
、
望
郷
司
が
郡

欝
欝
に
お
け
る
最
大
規
模
の
在
地
領
主
と
な
り
、
こ
の
｝
員
郡
司
を
中
核
と
す
る
郡
規
模
在
地
領
主
結
合
と
、
よ
り
小
規
模
な
百
姓
の
村
落

結
合
と
に
階
層
分
化
す
る
、
と
さ
れ
る
。
「
勧
農
」
に
お
け
る
「
聖
」
の
活
躍
は
、
単
に
治
水
な
ど
の
土
木
技
術
の
遂
行
に
お
け
る
労
働
力

の
喚
起
と
組
織
化
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
領
主
・
王
導
で
行
わ
れ
る
こ
と
で
そ
の
優
位
の
確
認
と
安
定
が
齎
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

私
は
推
測
す
る
。
そ
こ
に
「
九
晶
」
は
大
き
な
意
義
を
帯
び
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
、
九
体
阿
弥
陀
堂
は
財
力
の
あ
っ
た
貴
族
階
層
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
、
他
の
点
は
措
く
と
し
て
、
浄
瑠

璃
等
九
体
阿
弥
陀
堂
を
、
そ
の
所
謂
「
九
体
阿
弥
陀
堂
」
か
ら
連
想
さ
れ
る
「
過
差
」
と
は
性
質
が
異
な
る
と
規
定
し
、
そ
の
「
簡
素
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

説
明
と
し
て
、
聖
に
よ
る
結
縁
勧
進
の
成
果
に
よ
る
も
の
と
み
る
礪
波
恵
昭
氏
の
見
解
は
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。

　
こ
こ
で
、
こ
の
九
品
が
壱
岐
物
部
郷
に
お
け
る
在
地
の
階
層
構
造
を
如
何
に
示
し
て
い
る
か
が
、
日
本
史
学
で
は
関
心
の
対
象
と
な
る
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

ろ
う
。
河
音
能
平
氏
の
貞
応
元
・
二
年
（
…
二
二
一
一
・
二
三
）
丹
波
国
桑
田
六
田
能
庄
鎮
守
樫
船
神
社
棟
札
を
分
析
し
た
論
考
の
如
き
実
証

性
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
よ
く
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
私
の
日
本
史
学
に
対
す
る
理
解
不
足
を
差
し
引
い
て
も
、
史
料
的
制
約
に
よ
り
こ

の
九
晶
結
縁
の
階
層
構
造
の
考
証
は
不
十
分
に
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
宿
命
を
持
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
私
は
こ
の
分
析
の
成
否

が
拙
論
の
成
否
を
決
定
す
る
と
は
全
く
思
わ
な
い
。
た
だ
、
物
部
郷
に
お
い
て
若
江
二
君
な
る
正
六
位
大
疑
と
い
う
国
衙
の
在
庁
官
人
が
主

導
的
地
位
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
勧
進
僧
が
こ
の
在
地
支
配
シ
ス
テ
ム
に
依
存
し
、
且
つ
宗
教
的
達
人
と
し
て
僧
侶
が
白
ら
を
上

品
上
生
に
お
い
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
点
に
象
徴
さ
れ
る
、
九
品
と
い
う
宗
教
的
階
層
に
世
俗
的
階
層
1
こ
の
場
合
は
在
地
に
お
け
る
封



建
的
階
層
一
の
意
識
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
れ
ば
よ
く
、
デ
ィ
テ
ー
ル
の
間
違
い
は
論
旨
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
い

と
思
っ
て
い
る
。

　
む
し
ろ
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
話
は
全
く
逆
で
あ
る
。
こ
の
無
形
嶺
経
塚
を
巡
る
物
部
郷
に
関
し
て
は
決
定
的
に
関
連
資
料
が
不
足
し
て
お

り
、
こ
れ
か
ら
河
音
氏
の
よ
う
な
実
証
を
行
う
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
九
州
の
壱
岐
と
い
う
地
理
的
条
件
を
念
頭
に

置
い
た
上
で
、
土
地
支
配
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
枠
組
み
を
作
り
、
そ
の
適
用
に
よ
り
類
推
す
る
し
か
な
い
と
思
う
。
そ
う
な
る
と
こ
れ
は
純

然
た
る
日
本
史
学
の
領
分
で
あ
っ
て
、
美
術
史
学
の
関
知
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
重
要
で
あ
り
な
が
ら
分
析
の
進

ん
で
い
な
い
史
料
も
含
め
て
解
釈
で
き
る
在
地
社
会
理
論
の
構
築
こ
そ
、
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
宗
教
的
階
層
意
識
と
世
俗
的
階
層
意
識
の
混
濁
は
、
日
本
の
往
生
伝
の
序
列
に
も
よ
く
現
れ
て
い
る
こ
と

も
か
つ
て
指
摘
し
た
。
九
品
信
仰
の
拡
大
と
は
、
こ
の
階
層
的
機
根
観
に
職
業
的
貴
賎
観
と
を
混
濁
さ
せ
て
い
き
な
が
ら
、
社
会
の
差
別
的

階
層
を
一
層
助
長
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
種
姓
的
差
別
観
を
基
本
と
す
る
中
世
身
分
秩
序
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
の
事
情
を
示
す
も
の
と
し
て
、
強
運
起
草
の
『
興
福
寺
奏
上
』
の
次
の
一
文
を
引
い
た
の
で
あ
る
。
「
重
心
布
政

之
庭
、
代
天
授
官
之
日
、
賢
愚
随
品
貴
賎
尋
家
、
至
愚
之
者
、
縦
錐
有
夙
夜
一
華
、
不
任
非
分
之
職
、
下
賎
之
輩
、
縦
雛
積
奉
公
之
労
、
難

進
卿
相
単
位
、
大
覚
法
王
之
国
、
燈
篭
来
朝
之
門
、
授
彼
九
品
之
階
級
、
耳
管
先
世
之
徳
行
、
自
業
自
得
其
理
必
然
、
而
偏
懸
仏
力
不
測
涯

　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

分
、
是
則
愚
凝
之
過
也
」
。
こ
の
意
識
の
社
会
各
層
へ
の
浸
透
を
果
た
す
大
き
な
原
動
力
の
一
つ
と
な
っ
た
の
が
、
結
縁
勧
進
だ
っ
た
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

あ
る
。
鎌
倉
時
代
後
期
に
お
け
る
そ
の
浸
透
の
事
実
は
、
『
一
遍
上
人
絵
伝
』
六
三
に
見
ら
れ
る
三
輩
九
品
の
念
仏
道
場
に
集
う
善
男
善
女

の
姿
が
、
傍
証
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
三
層
九
品
の
念
仏
道
場
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
俊
彷
等
に
よ
り
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
南

　
　
　
　
（
5
3
）

宋
の
十
六
観
堂
だ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
彼
の
地
の
姿
で
生
き
延
び
ら
れ
ず
に
、
九
品
に
重
点
が
置
か
れ
る
形
で
変
容
さ
れ
、
階

位
の
相
違
と
し
て
具
現
さ
れ
た
点
は
、
日
本
の
九
品
信
仰
の
根
深
さ
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　
こ
の
九
品
階
位
の
社
会
階
層
性
は
、
勿
論
九
品
来
迎
図
に
も
具
現
し
て
い
る
。
私
は
冒
頭
で
、
平
等
院
鳳
鳳
堂
扉
絵
の
来
迎
表
現
が
ほ
と

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

八
九
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九
〇

ん
ど
区
別
が
つ
か
な
い
点
に
疑
問
を
感
じ
た
と
述
べ
た
。
九
品
の
教
説
で
は
、
来
迎
の
差
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
賢
善
精
進
の
思
想
を
鼓
吹

し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　
『
栄
華
物
語
』
巻
十
八
「
た
ま
の
う
て
な
」
中
に
は
、
ほ
ぼ
同
疇
期
の
藤
原
道
長
の
無
量
寿
院
九
体
阿
弥
陀
堂
の
九
品
来
迎
図
扉
絵
を
叙

し
た
有
名
な
一
節
が
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
に
掲
げ
る
通
り
で
あ
る
。

　
　
う
ち
連
れ
て
、
御
堂
に
参
り
て
晃
奉
れ
ば
、
西
に
よ
り
て
北
南
ざ
ま
に
東
向
に
十
余
間
の
瓦
葺
の
御
堂
あ
り
。
…
…
北
南
の
ぞ
ぽ
の
方
、

　
　
東
の
端
々
の
客
思
に
、
絵
を
か
か
せ
給
へ
り
。
上
に
色
紙
形
を
し
て
、
詞
を
か
か
せ
給
へ
り
。
遥
に
仰
が
れ
て
見
え
難
し
。
九
晶
蓮
台

　
　
の
有
様
な
り
。
或
は
年
頃
の
念
仏
に
よ
り
、
或
は
最
後
の
十
念
に
よ
り
、
或
は
終
の
時
の
善
知
識
に
あ
ひ
、
或
は
乗
急
の
人
、
或
は
戒

　
　
急
の
者
、
行
の
品
々
に
従
ひ
て
極
楽
の
迎
を
得
た
り
。
こ
れ
は
聖
衆
来
迎
楽
と
見
ゆ
。
弥
陀
如
来
雲
に
乗
り
て
、
光
を
放
ち
て
行
者
の

　
　
も
と
に
お
は
し
ま
す
。
観
音
・
勢
至
蓮
台
を
捧
げ
て
共
に
来
り
給
。
諸
々
の
菩
薩
・
聖
衆
、
音
声
伎
楽
を
し
て
喜
び
迎
へ
と
り
給
。

　
こ
の
文
章
の
中
で
後
半
の
九
品
の
描
写
部
分
に
注
意
す
る
と
、
九
品
階
位
の
差
異
化
が
確
認
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
な
ら
ぽ
、
鳳
鳳

堂
の
表
現
で
は
、
鋼
底
「
行
の
品
々
に
従
ひ
て
極
楽
の
迎
を
得
た
」
と
は
言
い
が
た
い
の
で
は
な
い
か
。
実
は
無
量
寿
院
も
同
じ
よ
う
な
表

現
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
文
学
作
品
に
は
修
辞
的
な
問
題
も
あ
り
一
こ
の
『
栄
華
物
語
輪
の
記
述
は
『
往
生
要
集
隔
十
楽
段
の

記
述
を
踏
ま
え
て
い
る
…
、
史
料
と
し
て
は
使
用
し
難
い
面
を
示
し
て
い
る
と
雷
え
る
と
思
う
。
こ
う
し
た
教
説
を
無
視
し
た
絵
画
衰
現

は
、
仏
教
絵
画
と
し
て
の
性
格
を
自
己
放
棄
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
り
、
斯
様
な
表
現
を
と
っ
た
所
に
先
述
の
如
き
当
時
の
上
流
貴
族
階
層

の
意
識
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
私
は
考
え
る
。

　
し
か
し
、
全
く
九
品
階
位
の
差
異
化
が
行
わ
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
と
、
興
味
あ
る
事
実
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
こ
で
、
当
初
扉
絵
に
限
定

し
て
観
察
し
て
み
る
。

　
上
品
中
生
で
は
、
往
生
者
の
住
房
の
剥
落
が
酷
く
、
ほ
と
ん
ど
判
別
が
つ
か
な
い
が
、
嗣
伽
棚
の
水
桶
が
描
か
れ
る
な
ど
そ
の
住
人
が
僧

侶
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
住
房
が
山
中
に
描
か
れ
、
質
素
な
板
葺
で
表
現
さ
れ
る
の
は
山
中
伊
欝
の
清
僧
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
上
品



下
生
で
は
、
往
生
者
は
住
房
の
中
に
あ
っ
て
表
現
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
住
房
の
表
現
は
上
品
中
生
と
同
様
で
あ
り
、
山
中
浄
行
の
清
僧
を
表

す
。
次
に
中
品
上
生
は
、
立
派
な
寝
殿
造
で
表
さ
れ
、
そ
の
住
人
は
御
簾
と
几
帳
に
隔
て
ら
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
な
い
が
、
俗
人
で
あ
る
こ

と
が
示
さ
れ
る
。
下
塁
上
生
で
は
、
そ
の
住
宅
の
規
模
は
落
ち
、
屋
根
も
柿
葺
と
な
り
、
中
品
と
身
分
的
な
差
異
が
表
現
さ
れ
る
。
死
の
床

に
臥
せ
る
往
生
者
は
鳥
帽
子
を
着
け
た
俗
人
男
子
で
あ
り
、
枕
頭
に
は
経
説
通
り
善
知
識
が
侍
る
。
脇
の
几
帳
か
ら
は
女
性
像
が
描
か
れ
、

往
生
者
の
妻
帯
を
暗
示
す
る
。
住
宅
の
傍
ら
の
瀬
に
は
網
代
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
に
秋
の
景
物
で
は
な
く
、
往
生
者
の
生
前
の
殺
生
罪
も

暗
示
す
る
と
さ
れ
る
。

　
す
る
と
、
上
品
は
僧
侶
、
中
品
は
世
間
善
を
修
す
る
俗
人
、
下
品
は
世
間
悪
を
修
す
る
俗
入
と
い
う
描
ぎ
分
け
が
看
取
さ
れ
る
。
中
品
と

下
品
の
描
き
分
け
が
社
会
的
階
層
の
差
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
は
実
際
問
題
と
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
『
選
択
本
願

念
仏
集
』
第
三
章
で
「
若
し
夫
れ
造
詣
起
塔
も
て
、
本
願
と
し
た
ま
は
ぽ
、
す
な
わ
ち
貧
窮
困
乏
の
類
は
、
定
め
て
往
生
の
望
を
断
た
ん
。

然
る
に
富
貴
の
者
は
少
な
く
、
貧
賎
の
者
は
甚
だ
多
し
」
と
主
張
し
た
法
然
の
作
善
主
義
批
判
を
思
い
合
わ
せ
た
と
き
、
象
徴
的
な
意
義
を

帯
び
る
。
社
会
階
層
に
よ
る
階
位
の
相
違
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
意
識
的
主
張
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

貴
族
の
特
権
性
は
自
明
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
明
で
な
く
な
る
時
に
そ
の
特
権
性
が
意
識
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
一
方
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
瀧
上
寺
本
九
品
来
迎
図
は
、
三
幅
（
上
品
上
生
、
上
品
中
・
下
生
、
下
品
中
生
）
し
か
残
存
し
て
い
な
い
が
、

平
等
院
本
と
全
く
異
な
り
、
九
品
の
差
異
は
明
確
に
な
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
下
品
中
生
図
の
描
写
は
深
刻
で
あ
る
。
上
方
の
屋
台
に

繰
り
広
げ
ら
れ
る
堕
地
獄
の
往
生
人
の
臨
終
行
儀
は
、
『
観
経
』
に
則
り
的
確
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
下
方
の
生
前
相
の
表
現
は
、

『
観
経
』
の
み
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
世
粧
が
示
す
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
鎌
倉
時
代
当
時
の
「
破
戒
の
行
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
が

投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
当
時
に
お
い
て
文
字
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
注
意
さ
れ
た
の
が
、
証
文
撰
と
さ
れ
る
『
選
択
流
言
決
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

巻
五
の
「
三
罪
」
で
あ
っ
た
。

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

九
一
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九
二

　
　
三
罪
の
事
　
一
の
罪
は
、
我
等
凡
夫
並
び
に
出
家
の
輩
、
堅
磐
の
罪
障
有
り
。
出
家
の
僧
出
世
を
軽
ん
じ
て
世
聞
を
重
ん
じ
、
三
宝
を

　
　
敬
は
ず
檀
那
に
帰
敬
し
て
永
く
竪
琴
照
覧
を
恐
れ
ず
、
去
れ
を
解
る
こ
と
無
く
唯
人
の
見
え
を
悪
づ
。
誉
れ
を
第
一
の
罪
と
為
す
。
二

　
　
の
罪
は
、
常
住
器
物
を
盗
む
と
は
、
寺
の
供
料
・
供
米
・
荘
園
・
田
畠
等
を
取
て
、
妻
子
脊
属
を
養
う
也
。
摺
れ
を
第
二
の
罪
と
為
す
。

　
　
三
の
罪
と
は
、
世
間
に
趨
ら
ん
為
め
に
民
を
悲
し
み
人
を
煩
ふ
。
唯
一
身
の
得
分
を
薫
り
て
他
紙
の
難
を
知
ら
ざ
る
也
。
冥
の
三
寳
を

　
　
恐
れ
ざ
れ
ば
、
来
迎
を
知
ら
ざ
る
也
。
仏
の
物
を
盗
む
は
仏
名
を
称
せ
ざ
る
也
。
世
間
を
認
り
て
入
を
煩
ひ
民
を
悲
む
は
定
説
の
機
を

　
　
知
ら
ざ
る
也
。
揺
れ
を
第
三
の
罪
と
為
す
。
此
の
定
散
念
仏
来
迎
を
知
ら
ざ
れ
ぽ
此
の
罪
有
り
。
人
毎
に
地
獄
に
堕
す
る
也
。

　
こ
の
『
選
択
密
要
決
』
の
三
三
の
解
釈
は
、
当
時
の
西
由
義
の
思
想
を
よ
く
具
現
し
て
い
る
。
こ
の
「
堕
罪
」
が
直
接
の
典
拠
と
は
断
定

出
来
な
い
が
、
斯
様
な
思
想
が
西
山
義
の
思
想
的
基
盤
に
存
在
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
自
ら
の
宗
教

的
権
威
を
背
景
に
し
た
「
楡
盗
襟
下
（
落
物
互
用
ご
u
罪
悪
と
の
論
理
と
そ
れ
に
伴
う
宗
教
的
懲
罰
薩
「
堕
地
獄
」
の
高
唱
に
よ
る
自
己
保

　
　
　
　
（
5
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

存
へ
の
志
向
は
、
「
仏
土
の
論
理
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
B
本
中
世
の
宗
教
教
団
が
、
中
世
後
期
社
会
へ
の
荘
園
糊
の
解
体
と
在

地
領
主
綱
の
発
展
と
い
う
歴
史
的
展
開
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
宗
教
領
主
と
し
て
の
経
済
基
盤
を
在
地
と
の
軋
礫
の
中
で
脅
か
さ
れ
る
状
況

か
ら
、
起
こ
る
べ
く
し
て
起
こ
っ
た
事
態
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
、
こ
の
破
戒
の
人
物
を
描
く
の
に
武
士
の
法
体
姿
で
表
現
す
る

の
は
、
寺
院
の
経
済
基
礎
で
あ
る
荘
園
体
綱
を
脅
か
す
在
地
領
主
層
の
主
体
が
こ
う
し
た
地
方
武
士
団
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
且
つ
在
俗
生
活

を
脱
し
な
い
「
擬
死
再
生
儀
礼
」
と
し
て
の
出
家
入
道
が
こ
の
階
層
に
蔓
延
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
武
士
特
有
の
宿
業
観
に
加
え
、
こ
う

し
た
出
家
自
体
の
価
値
を
擬
無
す
る
態
度
と
寺
院
の
経
済
的
な
外
的
障
害
の
代
衰
的
存
在
と
し
て
特
に
彼
ら
が
仏
教
教
団
側
か
ら
「
破
戒
」

と
し
て
殊
更
に
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
絵
画
表
現
を
仏
教
教
団
側
が
流
布
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
態
度
を
「
罪
悪
」

と
し
て
社
会
的
倫
理
に
組
み
込
も
う
と
し
た
訳
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
顕
密
寺
院
に
通
有
の
態
度
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
五
罪
」
と
い
う
典
拠
の
具
体
的
内
容
と
こ
の
下
品
中
生
図
の
図
様
と

の
関
連
を
否
定
し
芸
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
く
ま
で
仮
定
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
認
め
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
こ
の
瀧
上
寺



本
が
西
山
派
の
思
想
を
背
景
に
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
疑
問
が
当
然
生
じ
る
。
即
ち
、
本
来
、
『
観
経
』
に
説
く
九
品
来
迎
と
は
「
諸
行
往
生
扁
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
顕
密
体
制
の
根
幹
に
位
置
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
そ
の
異
端
と
し
て
発
生
し
た
浄
土
宗
の
「
一
向
専
修
」
と

は
相
い
れ
な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
浄
土
宗
諸
車
が
、
コ
向
専
修
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
下
に
そ
の
立
宗
の
理
論
編
成
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
『
観
経
』
の
こ
の
九
晶
来
迎
の
扱
い
に
は
苦
慮
し
、
多
岐
に
わ
た
る
解
釈
の
相
違
を
生
み
出
し
て
き
た
事
実
が
端
的
に
示
す
。

そ
う
し
た
状
況
下
で
、
九
品
来
迎
掌
中
の
一
幅
で
あ
る
こ
の
下
品
中
生
図
の
表
現
と
浄
土
宗
の
一
派
で
あ
る
西
山
義
と
が
結
合
さ
せ
得
る
か

が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
西
山
派
の
中
に
「
三
罪
」
の
如
き
思
想
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
当
時
の
西
山
派
は
、
公
家
層
の
帰
依
も
受
け
、
相
当
の
宗
教
的
影
響
力
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
布
教
の
骨
子
と
な
っ
た
の
が
著
名
な
正
因

正
行
説
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
安
心
領
解
成
就
の
上
で
の
諸
行
往
生
を
認
め
、
普
請
の
学
修
を
重
視
し
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
九
品
・
浄
土
平

報
の
差
別
の
因
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
密
体
制
か
ら
す
る
と
「
尤
然
ル
ベ
」
き
も
の
と
し
て
映
じ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
九
品
来
迎
図
は
、
鎌
倉
時
代
に
あ
っ
て
は
在
来
の
詳
密
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
体
制
化
し
て
行
っ
た
浄
土
宗
に
も
存
立
し
得
た
の

で
あ
る
。
ま
た
、
下
品
中
生
の
図
様
や
『
選
択
密
要
害
』
が
示
す
破
戒
の
悪
人
観
の
中
で
も
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
仏
子
互
用
の
罪
は
、
顕

密
体
制
の
自
己
権
益
の
擁
護
理
論
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
絵
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
宗
教
界
の
状
況
一
特
に
本
来
「
異
端
」
で
あ
っ
た

浄
土
宗
の
「
疑
践
」
の
姿
1
…
を
反
映
し
て
い
る
と
も
雷
え
る
。
濱
田
隆
氏
が
西
山
派
の
活
躍
に
着
目
し
た
の
は
決
し
て
故
無
き
事
で
は
無

か
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
、
九
品
来
迎
図
に
現
れ
た
る
社
会
階
層
性
と
は
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
四
節
　
顕
密
体
制
に
お
け
る
「
正
統
」
と
「
異
端
」

　
以
上
を
踏
ま
え
た
場
合
、
鎌
倉
時
代
仏
教
諸
宗
派
の
分
類
に
お
け
る
「
正
統
」
と
「
異
端
」
の
区
分
も
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

で
、
平
雅
行
氏
と
末
木
文
美
士
氏
の
間
に
か
つ
て
交
わ
さ
れ
た
論
争
が
、
興
味
深
く
想
起
せ
ら
れ
る
。
直
接
的
に
「
正
統
」
門
異
端
」
論
議

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

九
三
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九
四

が
展
開
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
両
者
の
思
考
を
モ
デ
ル
と
し
て
少
し
私
見
を
説
明
し
た
い
。

　
ま
ず
、
こ
こ
で
気
に
な
っ
た
の
が
、
両
者
の
ス
タ
ン
ス
の
違
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
正
統
」

と
「
異
端
」
と
い
う
概
念
が
相
対
的
規
定
語
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ
が
多
様
な
分
析
視
座
を
持
つ
と
い
う
点
で
あ
る
。
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、

公
会
議
に
よ
っ
て
「
正
統
」
「
異
端
」
が
定
義
さ
れ
る
と
い
う
、
キ
リ
ス
ト
教
と
教
皇
権
の
「
正
統
」
の
自
明
性
を
無
自
覚
に
前
提
と
し
た

議
論
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
視
座
自
体
が
見
え
難
く
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
鎌
倉
仏
教
史
を
扱
う
う
え
に
お
い
て
こ
れ
は
反
省
さ
れ
、
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

念
規
定
が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
平
氏
は
、
顕
密
体
制
と
い
う
も
の
が
、
顕
密
仏
教
教
団
が
「
王
法
仏
法
相
藩
論
」
の
如
く
王
権
一
実
際
の
政
治
権
カ
ー
支
配
を
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
的
に
補
完
し
、
王
権
と
の
癒
着
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
と
の
認
識
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
於
け
る
王
権
と
の
距

離
を
「
正
統
」
「
異
端
」
の
指
標
と
す
る
。
こ
れ
は
、
「
顕
処
体
剃
」
と
い
う
以
上
当
然
と
蚕
え
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
指
標
と
し
た
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
飢
）

っ
て
、
従
来
の
宗
派
史
的
枠
組
み
で
掬
い
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
獲
得
し
て
い
る
。
教
団
も
ま
た
時
勢
と
共
に
変
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
松
尾
剛
次
氏
の
顕
密
体
制
批
判
で
展
開
さ
れ
て
い
る
議
論
は
、
従
来
の
宗
派
史
へ
の
退
嬰
で
あ
る
。

　
一
方
、
末
木
氏
は
、
日
本
史
学
と
は
異
な
る
学
的
方
法
を
持
つ
「
思
想
史
学
扁
と
い
う
い
わ
ぽ
特
権
的
な
立
場
に
た
っ
て
、
絶
対
的
時
系

列
に
お
い
て
存
在
す
る
思
想
問
の
先
後
関
係
が
拙
標
と
な
る
。
「
先
行
」
思
想
が
祖
型
と
さ
れ
、
そ
の
思
想
構
造
の
類
型
の
度
合
に
よ
り

「
正
統
」
「
異
端
偏
が
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
、
学
問
の
方
法
が
異
な
る
以
上
、
　
一
応
筋
は
通
っ
た
立
場
だ
と
思
う
。

　
し
か
し
、
当
該
思
想
の
比
較
対
象
と
な
る
べ
き
先
行
思
想
の
選
択
基
準
や
、
思
想
構
造
の
分
析
に
お
け
る
具
体
的
指
標
の
設
定
、
及
び
そ

れ
が
「
正
統
」
「
異
端
」
の
決
定
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
得
る
か
と
い
う
点
な
ど
「
思
想
史
学
偏
と
し
て
の
学
的
方
法
が
明
示
さ
れ
て

い
な
い
。
た
め
に
、
立
論
に
恣
意
的
な
感
が
否
め
な
い
し
、
抑
も
「
思
想
偏
の
み
に
限
定
し
て
顕
密
「
体
制
臨
が
論
じ
得
る
の
か
と
い
う
疑

念
も
残
る
。
こ
の
論
争
で
求
め
ら
れ
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
立
場
の
違
い
を
認
定
し
た
う
え
で
の
、
学
的
方
法
の
明
示
だ
っ
た
と
思
う
の

で
あ
る
。



　
以
上
か
ら
も
理
解
さ
れ
た
と
思
う
が
、
疑
心
体
制
と
は
、
ま
さ
し
く
政
治
支
配
シ
ス
テ
ム
と
の
癒
着
に
あ
り
、
そ
の
補
完
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
提
供
し
、
国
家
か
ら
公
的
な
承
認
を
付
与
さ
れ
た
八
宗
を
基
本
と
し
、
存
続
が
消
極
的
に
黙
認
さ
れ
た
他
の
新
興
教
団
を
含
む
、
八
宗
体

制
が
基
本
で
あ
る
と
言
え
る
。
彼
ら
こ
そ
国
家
か
ら
み
て
「
正
統
」
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
「
正
統
」
「
異
端
」
の
分
析
に

は
、
宗
派
史
と
密
接
な
関
係
を
帯
び
て
成
立
し
た
教
学
史
的
方
法
の
克
服
と
社
会
科
学
的
視
座
が
な
け
れ
ぽ
混
沌
と
し
た
も
の
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
五
節
　
顕
密
体
制
と
権
門
体
制
－
中
世
王
権
は
強
大
で
あ
っ
た
か

　
第
四
節
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
権
門
体
制
と
は
あ
く
ま
で
国
家
政
治
シ
ス
テ
ム
の
問
題
で
あ
り
、
詳
密
体
制
と
は
国
政
の
補
完
シ
ス
テ

ム
と
い
う
の
が
私
の
基
本
的
認
識
に
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
両
者
の
事
象
が
表
裏
の
関
係
を
な
し
て
成
立
し
て
行
く
と
捉
え
る
べ
き

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
但
し
、
顕
密
体
制
の
構
成
主
体
で
あ
る
顕
密
仏
教
教
団
が
権
門
と
し
て
権
門
体
制
の
一
翼
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
と
、
そ
の
政
治
的
成
長

が
顕
界
体
制
を
確
立
さ
ぜ
て
行
く
か
と
い
う
理
由
の
先
後
関
係
は
、
卵
が
先
か
鶏
が
先
か
と
い
う
議
論
に
似
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
こ
こ
で
は

議
論
し
な
い
。

　
そ
れ
は
措
く
と
し
て
、
こ
の
国
政
補
完
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
顕
密
体
制
の
成
立
は
、
王
権
の
脆
弱
性
を
そ
の
ま
ま
露
呈
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

黒
田
俊
雄
氏
は
、
「
国
家
機
構
は
、
脱
権
門
的
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
ゆ
え
に
い
よ
い
よ
権
威
性
・
宗
教
性
を
濃
厚
に
し
て
い
た
偏
と
さ

れ
、
王
権
が
権
門
か
ら
の
超
越
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
権
威
性
を
偽
装
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
王
権
が
、
そ
れ
自
体
の

み
で
権
門
を
抑
止
・
統
涌
す
る
権
能
を
保
持
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
あ
ま
り
の
脆
弱
性
を
補
助
す
る
補
完
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
必
要

で
あ
っ
た
か
ら
と
言
い
換
え
得
る
。

　
世
界
史
的
に
見
て
も
、
王
権
が
宗
教
と
い
う
補
完
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
必
要
と
す
る
場
合
、
そ
の
王
権
は
脆
弱
・
不
安
定
性
と
い
っ
た
問

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

九
五
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九
六

題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
西
洋
中
世
の
教
皇
権
と
王
権
の
関
係
等
に
顕
著
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
九
晶
来
迎
図
に
話
を
戻
す
。
露
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
九
品
来
迎
図
は
大
陸
の
観
経
変
相
図
に
淵
源
を
持
つ
一
派
生
型

と
言
え
る
。
が
、
「
九
口
鰹
と
い
う
宗
教
的
階
層
秩
序
の
把
握
は
、
彼
此
大
き
く
相
違
し
て
お
り
、
そ
の
差
異
は
深
刻
と
さ
え
言
え
る
の
で

あ
る
。

　
日
本
で
は
、
先
程
引
用
し
た
翻
ハ
福
寺
奏
上
』
の
一
文
が
端
的
に
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
九
品
来
迎
思
想
が
徹
底
的
に
世
俗
秩
序
に
媚
び

せ
し
め
ら
れ
て
い
た
が
、
中
国
で
は
ど
う
だ
っ
た
か
。

　
中
国
初
期
浄
土
教
信
者
と
し
て
知
ら
れ
る
支
遁
の
「
阿
弥
陀
仏
像
讃
井
序
」
（
『
広
弘
明
石
門
巻
十
五
）
に
は
、
「
仏
経
記
、
西
方
有
国
、

国
名
安
養
…
…
其
仏
号
阿
弥
陀
、
晋
言
無
量
寿
、
国
無
王
制
班
爵
慶
事
、
以
綱
玉
君
、
三
乗
為
教
、
男
女
化
育
於
蓮
華
意
中
、
無
有
豊
国
之

臓
、
館
宇
宮
殿
、
悉
以
七
宝
、
皆
自
然
縣
事
事
非
人
匠
…
…
」
と
あ
る
。
こ
の
文
に
示
さ
れ
た
見
解
は
、
大
衆
宗
教
と
し
て
の
往
生
浄
土
思

想
を
支
え
る
阿
弥
陀
浄
土
観
を
端
的
に
示
し
て
お
り
、
こ
の
考
え
方
は
後
代
ま
で
根
強
く
継
承
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
当
無
王
制
班
爵
歯
序
、
以
仏
早
寒
」
と
あ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
代
で
の
三
輩
九
品
目
概
念
の
展
開
す

る
以
前
の
初
期
的
な
観
念
を
示
す
と
は
い
え
、
儒
教
悪
童
教
の
原
則
に
対
抗
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
、
現
世
政
治
秩
序
と
の
無
関
係
性
を
謳
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
三
輩
九
贔
概
念
も
、
宗
教
的
資
質
論
の
枠
を
越
え
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　
中
国
中
世
で
は
、
易
姓
革
命
に
よ
る
王
朝
の
変
化
と
道
教
と
い
う
在
来
信
仰
と
の
葛
藤
等
に
よ
り
、
仏
教
は
脆
弱
な
王
権
と
の
安
定
的
癒

着
関
係
を
結
ぶ
に
至
ら
ず
、
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
仏
教
は
自
身
の
枠
組
み
を
か
な
り
独
立
的
に
維
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
具
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）

な
国
字
が
、
持
続
的
に
達
成
さ
れ
て
い
た
僧
尼
の
不
拝
君
と
舞
え
る
。
礪
波
護
氏
は
、
唐
代
に
至
る
ま
で
の
僧
尼
の
不
寝
君
親
論
と
国
家
に

よ
る
拝
翼
下
の
強
制
と
い
う
緊
張
関
係
を
考
察
し
た
う
え
で
、
中
国
で
は
玄
宗
の
開
元
二
十
一
年
（
七
三
三
）
か
ら
粛
宗
の
上
元
二
年
（
七

六
一
）
迄
の
皇
帯
権
力
が
強
化
さ
れ
た
限
ら
れ
た
時
期
以
外
は
、
僧
尼
不
拝
君
の
形
式
を
建
前
で
も
守
り
続
け
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
故
に
、

先
の
支
遁
の
詞
章
は
、
中
国
仏
教
の
根
本
姿
勢
と
深
い
関
係
を
持
つ
と
雷
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
僧
尼
不
拝
君
が
日
本
で
は
全
く
問
題
に
な
ら



ず
、
礪
波
氏
は
こ
の
点
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
鷺
で
の
僧
尼
不
拝
君
を
巡
る
議
論
は
、
脆
弱
だ
っ
た
王
権
の
拡
張
時
期
に
起

こ
っ
た
王
権
と
仏
教
教
団
と
の
既
得
権
益
を
巡
る
対
立
の
象
徴
で
も
あ
る
。
そ
の
中
で
、
九
品
の
よ
う
な
宗
教
的
資
質
論
が
政
治
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
の
関
与
を
持
つ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
故
に
、
九
品
来
迎
に
関
す
る
造
形
が
日
本
ほ
ど
盛
ん
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ

り
、
中
国
と
日
本
で
仏
教
美
術
が
異
な
る
相
貌
を
持
っ
て
発
現
し
た
事
実
も
疑
問
で
も
何
で
も
な
い
と
習
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
但
し
、
礪
波
氏
は
、
以
上
の
議
論
の
過
程
で
否
定
し
た
塚
本
善
隆
氏
の
所
論
の
実
質
ま
で
否
定
し
た
訳
で
は
な
い
。
塚
本
氏
の
僧
尼
不
拝

　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

君
に
関
す
る
議
論
は
、
階
唐
初
に
は
国
家
権
力
に
妥
協
を
余
儀
な
く
さ
せ
て
い
た
仏
教
側
が
、
玄
宗
朝
以
降
屈
服
す
る
が
、
そ
れ
は
南
北
朝

時
代
以
来
続
い
て
い
た
貴
族
制
社
会
が
唐
中
期
に
崩
壊
し
、
宋
以
降
の
君
主
独
裁
の
官
僚
制
が
出
現
す
る
と
い
う
政
治
史
・
社
会
史
と
連
動

し
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
宋
以
降
の
皇
帝
専
綱
権
力
の
前
で
も
僧
尼
不
拝
君
は
建
前
と
し
て
守
ら
れ
て
い
た
、
そ
の
点
で
塚
本
氏
の

議
論
は
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
仏
教
学
の
力
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
圧
倒
的
な
皇
帝
権
力
の
前
で
仏
教
は
国
家
仏
教
へ
の

傾
斜
を
強
め
、
不
興
君
が
最
早
議
論
の
姐
上
に
す
ら
上
ら
な
か
っ
た
事
実
を
示
し
、
名
実
は
既
に
乖
離
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
換
言

す
れ
ば
、
草
聖
と
い
う
強
力
な
専
制
君
主
制
の
成
立
で
、
王
権
は
最
早
補
完
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
必
要
と
せ
ず
、
仏
教
の
地
位
が
完
全
に
国
家

に
屈
服
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
言
え
ば
、
織
豊
政
権
成
立
以
降
の
日
本
近
世
仏
教
の
形
態
と
近
い
も
の
が

あ
る
。

　
故
に
、
中
国
史
の
時
代
区
分
に
関
し
て
は
内
藤
湖
南
以
来
色
々
議
論
は
あ
る
が
、
私
は
中
国
近
世
の
成
立
を
北
宋
時
代
に
置
く
こ
と
に
問

　
　
　
　
　
（
6
6
）

題
は
な
い
と
思
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
宗
教
だ
け
で
は
時
代
区
分
論
に
そ
れ
ほ
ど
意
義
は
持
た
な
い
が
、
王
権
と
の
距
離
や
対
応
の
仕
方
は
、

そ
の
時
代
の
政
治
権
力
の
在
り
方
を
そ
の
象
ま
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
時
代
区
分
の
補
助
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
り
得
る
と
考
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
怪
怪
体
制
を
あ
く
ま
で
権
門
体
調
の
補
完
シ
ス
テ
ム
と
定
義
し
た
の
は
、
そ
れ
に
由
る
。
時
代
区
分
論
そ
れ
自
体
を
自

己
目
的
化
し
て
し
ま
う
の
は
不
毛
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
全
く
考
え
な
い
の
は
も
っ
と
不
毛
だ
と
思
う
。

　
以
上
か
ら
日
本
の
中
世
王
権
と
い
う
も
の
が
、
宗
教
の
強
大
と
反
比
例
し
て
如
何
に
脆
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
理
解
さ
れ
る
と
思
う
。

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

九
七
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九
八

　
第
六
節
　
在
地
支
配
の
自
立
性
の
問
題
－
所
謂
善
鷺
問
題
と
関
連
し
て

　
九
体
阿
弥
陀
堂
が
「
徳
政
」
の
観
念
と
分
か
ち
難
く
結
び
付
い
て
い
た
点
と
、
「
九
品
来
迎
偏
が
在
地
領
主
を
主
導
と
し
た
結
縁
勧
進
と

関
与
し
て
い
た
点
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
「
九
品
来
迎
」
が
中
世
身
分
秩
序
肯
定
の
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
、
か
な
り
意
図
約
に
、
転
化
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
更
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
在
地
に
お
い
て
は
在
地
領
主
を
そ
の
階
層
の
頂
点
に
置
く
一
方
で
、
摂
関
家
・
下
等
に
お
い
て
は
在
地
領
主
さ

え
も
「
百
姓
」
一
般
に
転
落
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
、
「
九
品
来
迎
」
の
柔
軟
な
適
用
を
可
能
に
す
る
構
造
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
在
地

領
主
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
中
問
階
層
と
し
て
支
配
と
被
支
配
の
両
義
的
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
か
ら
も
露
呈
す
る
。
在
地
領

主
は
、
「
九
品
来
迎
」
を
抑
圧
と
統
治
の
道
具
と
し
な
が
ら
、
自
ら
も
ま
た
そ
の
ま
重
既
存
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
彼
ら
の
ジ
レ
ン
マ
が
あ
っ
た
訳
で
あ
る
。

　
浄
土
宗
・
浄
土
真
宗
の
造
悪
無
碍
問
題
は
、
黒
田
氏
に
よ
っ
て
荘
園
綱
と
い
う
既
存
の
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
の
反
抗
と
定
義
さ
れ
た
が
、
そ

の
運
動
が
あ
く
ま
で
～
部
の
在
地
領
主
と
農
民
層
の
反
抗
と
し
て
終
わ
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
か
か
る
理
由
に
よ
る
。
つ
ま
り
、
「
九
品
来
迎
」

と
い
う
宗
教
的
権
威
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
手
で
自
ら
の
使
用
す
る
統
治
の
道
具
を
放
棄
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
造
面
無
碍
問
題
を
社
会
史
的
に
位
置
付
け
る
指
標
と
な
る
。
そ
れ
は
、
在
地
支
配
構
造
の
強
度
に
起
因
す
る
と
推
定
さ
れ
る
。

そ
の
運
動
の
熾
烈
な
箇
所
ほ
ど
、
昏
怠
仏
教
の
補
完
的
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
必
要
と
し
な
い
、
む
し
ろ
姪
桔
と
感
じ
る
、
強
固
、
且
つ
自

立
的
な
在
地
支
配
を
達
成
し
た
所
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
の
点
で
、
従
来
の
「
東
国
」
の
諸
研
究
が
生
き
て
く
る
と
思
う
。
土
地
綱
度
史
に
お
い
て
は
、
歴
史
叙
述
上
荘
園
欄
を
基
盤
に
始
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
点
か
ら
、
や
や
も
す
る
と
「
畿
内
」
を
「
先
進
的
」
と
す
る
言
説
に
圧
倒
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
封
建
的
土
地
支
配
関
係
の

確
立
と
い
う
点
で
は
全
く
逆
に
な
る
。
「
東
国
」
に
お
い
て
は
、
畿
内
と
は
距
離
を
置
い
た
構
造
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
浄
土



宗
・
浄
土
真
宗
の
東
国
で
の
浸
透
を
巡
る
各
種
論
説
は
参
考
に
な
る
し
、
黒
田
氏
が
特
に
「
東
国
」
を
論
じ
た
意
も
、
こ
の
点
に
存
在
す
る

　
（
6
7
｝

と
思
う
。

　
そ
こ
で
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
が
、
善
鷺
問
題
で
あ
る
。
善
果
の
東
国
下
向
は
、
建
長
四
年
（
　
二
五
二
）
頃
の
造
畢
無
碍
問
題
に
対

処
す
る
為
、
親
驚
の
意
を
受
け
て
実
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
程
な
く
し
て
善
驚
は
教
理
的
齪
臨
か
ら
親
鷺
よ
り
義
絶
さ
れ
る
に
至
る
と
さ
れ

る
。

　
　
　
　
　
（
6
8
）

　
今
井
雅
晴
氏
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
東
国
「
直
弟
」
と
の
対
立
を
想
定
し
、
更
に
そ
の
根
拠
に
大
体
次
の
三
点
を
考
え
て
い
る
。
第
一
に
、

善
鷹
の
東
国
直
弟
に
対
す
る
エ
リ
ー
ト
意
識
。
第
二
に
、
第
一
点
と
関
係
す
る
が
、
東
国
直
弟
と
の
「
正
統
」
を
巡
る
対
立
の
深
ま
り
、
第

三
に
、
造
悪
無
碍
を
巡
る
対
立
。

　
特
に
第
三
点
は
重
要
で
あ
る
。
今
井
氏
は
、
善
鷺
は
「
賢
善
精
進
」
の
立
場
で
あ
り
、
東
国
の
社
会
的
地
盤
・
実
情
と
結
び
付
い
た
造
悪

無
碍
に
対
す
る
頑
固
な
無
理
解
を
考
え
て
い
る
。

　
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
賢
善
精
進
」
こ
そ
、
東
国
の
造
悪
無
碍
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
親
驚
か
ら
付
託
さ
れ
た
善
鷺
の
忠

実
な
立
場
で
あ
る
。
下
姓
は
晩
年
の
こ
の
時
期
に
自
ら
造
悪
無
碍
を
否
定
し
た
、
そ
れ
が
平
雅
行
氏
か
ら
「
蹉
蹟
」
と
評
さ
れ
て
い
る
の
は

周
知
の
通
り
で
あ
る
し
、
今
井
氏
の
基
本
的
認
識
も
こ
こ
に
立
脚
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
今
井
氏
の
論
理
は
破
綻
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
）

今
井
氏
の
論
法
は
善
鷺
の
個
人
的
資
質
に
問
題
を
獣
心
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
、
逆
に
墨
黒
が
東
国
門
徒
と
共
鳴
し
た
と
す
る

方
が
、
教
理
的
必
然
性
や
重
罪
と
の
関
係
か
ら
も
妥
当
だ
と
思
う
。
つ
ま
り
、
彼
は
「
賢
善
精
進
」
か
ら
「
造
悪
無
碍
」
肯
定
に
「
転
向
し

し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
善
鷺
義
絶
問
題
は
、
史
料
上
の
制
約
か
ら
議
論
を
深
め
難
い
の
だ
が
、
こ
う
し
た
視
座
か
ら
見
直
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
む
し
ろ
東
国
に
於
け
る
諸
悪
無
碍
勢
力
の
根
深
さ
の
傍
証
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、

「
か
か
る
時
も
他
の
本
尊
を
ば
も
ち
い
ず
、
無
碍
光
如
来
の
名
号
ぽ
か
り
を
か
け
て
一
心
に
念
仏
せ
ら
れ
け
る
と
そ
」
（
『
慕
帰
絵
詞
』
巻
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

第
一
段
）
を
引
い
て
、
黒
田
俊
雄
氏
が
、
善
鷺
を
し
て
コ
向
専
修
」
、
即
ち
山
斗
無
碍
の
立
場
に
組
み
入
れ
て
い
る
方
が
は
る
か
に
妥
当

九
晶
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

九
九
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〇
〇

で
あ
る
と
思
う
。

　
但
し
、
東
圏
の
異
安
心
問
題
に
お
け
る
造
悪
無
碍
運
動
を
、
惣
領
（
領
主
）
…
庶
子
（
名
主
）
一
在
家
農
民
か
ら
な
る
鎌
倉
に
於
け
る
惣

領
制
社
会
の
枠
組
み
に
の
み
に
限
定
し
、
惣
領
対
庶
子
・
在
家
農
民
の
階
級
的
対
立
に
帰
し
、
中
区
階
膠
で
あ
る
庶
子
の
動
向
が
そ
の
ス
タ

ン
ス
の
決
定
に
大
き
な
意
義
を
果
た
し
た
と
み
る
黒
田
俊
雄
氏
の
見
解
は
、
多
少
問
題
が
あ
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

　
こ
の
庶
子
を
重
視
す
る
見
解
は
、
親
鍵
の
東
国
帰
依
基
盤
に
関
す
る
家
永
三
郎
氏
の
所
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
だ
が
、
在
地
領
主
層

も
ま
た
帰
依
基
盤
に
組
み
込
み
得
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
社
会
的
影
響
と
い
う
点
で
は
こ
ち
ら
の
方
が
深
刻
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

　
つ
ま
り
、
九
品
来
迎
に
み
た
よ
う
に
、
造
悪
無
碍
と
は
、
「
諸
行
往
生
篇
と
い
う
顕
密
体
綱
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
に
お
け
る
武
器
で
あ

る
。
故
に
、
こ
れ
は
中
央
荘
園
制
そ
の
も
の
に
対
す
る
プ
ロ
テ
ス
ト
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
範
囲
で
見
る
こ
と
が
斑
能
な
は
ず
で
あ
る
。
そ

れ
故
、
東
国
在
地
領
主
層
の
一
部
も
ま
た
畿
内
の
領
家
・
本
所
の
支
配
へ
の
対
抗
と
し
て
浄
土
真
宗
を
受
け
入
れ
得
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
れ
故
に
、
大
き
な
政
治
問
題
化
し
た
の
で
あ
り
、
権
門
体
制
を
基
本
的
に
支
持
す
る
鎌
倉
幕
府
に
よ
っ
て
禁
綱
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章
最
後
に

　
以
上
か
ら
、
九
品
来
迎
図
は
、
実
際
の
用
途
と
し
て
は
建
築
装
飾
以
上
の
意
味
を
持
た
ず
、
建
築
を
含
む
文
化
史
上
の
変
化
の
中
で
衰
退

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
社
会
の
意
識
や
在
り
方
を
無
自
覚
的
に
よ
く
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
た
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

　
と
は
言
え
、
私
は
、
か
つ
て
九
品
来
迎
図
の
衰
退
原
因
と
し
て
文
化
史
上
の
そ
れ
を
強
調
し
過
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
、
む
し
ろ
、
顕
密
体

制
の
弛
緩
が
そ
の
ま
ま
そ
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
九
品
来
迎
の
社
会
的
重
要
性
を
減
じ
て
い
っ
た
の
が
最
大
の
衰
退
原
因
と
言
う

べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。



　
本
論
は
、
史
料
の
極
端
な
物
理
的
制
約
も
あ
り
、
史
料
の
博
引
労
証
や
モ
ノ
グ
ラ
フ
の
蓄
積
に
よ
る
帰
納
的
「
実
証
性
」
は
な
い
、
と
責

め
ら
る
る
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
最
後
に
弁
明
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
原
勝
郎
博
士
の
名
著
『
東
山
時
代
に
於
け
る
一
驚
紳
の
生
活
』
の
冒

頭
の
次
の
言
を
以
て
之
に
代
え
た
い
と
思
う
、
曰
く
「
読
者
あ
る
い
は
こ
の
論
文
を
以
て
帰
納
に
よ
ら
ざ
る
空
論
な
り
と
し
、
あ
る
い
は
帰

納
と
見
せ
か
け
た
演
繹
論
だ
と
評
す
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
予
は
ひ
た
す
ら
に
帰
納
を
繰
り
返
す
こ
と
を
以
て
史
家
の
任
務
の
第
一
義
だ
と
は

考
え
て
お
ら
ぬ
」
。

　
　
注

（
1
）
　
田
口
栄
一
「
阿
弥
陀
九
品
来
迎
図
の
系
譜
一
平
等
院
鳳
鳳
堂
扉
絵
を
中
心
と
し
て
一
」
『
平
等
院
と
中
尊
等
』
名
宝
日
本
の
美
術
九
巻
（
小
学
館
、

　
一
九
八
二
年
）
。

（
2
）
　
天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
）
の
平
等
院
鳳
鳳
堂
壁
扉
画
、
天
永
三
年
（
一
一
＝
じ
頃
の
鶴
林
寺
太
子
堂
仏
後
壁
表
面
画
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
瀧
上
寺

蔵
繕
本
著
色
画
三
幅
。

（
3
）
　
『
史
学
雑
誌
』
　
〇
九
編
五
号
（
史
学
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
コ
九
九
九
年
の
歴
史
学
界
－
回
顧
と
展
望
一
」
古
代
・
美
術
史
部
門
（
稲
木
吉
一
執

筆
）
。

（
4
）
　
中
村
興
二
『
浄
土
教
絵
画
騙
京
都
国
立
博
物
館
編
（
平
凡
社
、
一
九
七
五
年
）
原
注
3
3
、
一
八
三
頁
。

（
5
）
　
清
水
善
三
「
来
迎
図
の
展
開
」
『
京
都
大
学
文
学
部
紀
要
』
九
号
（
京
都
大
学
文
学
部
、
｝
九
七
九
年
）
で
も
、
こ
の
中
村
興
二
氏
の
考
え
方
を
敷

衛
し
て
、
①
画
中
に
往
生
者
を
描
く
こ
と
、
②
斜
め
構
図
の
形
式
、
③
鎌
倉
時
代
の
空
間
意
識
の
三
点
が
相
互
に
深
く
関
連
し
て
い
た
と
す
る
。

（
6
）
　
泉
武
夫
「
浄
厳
院
本
『
阿
弥
陀
来
迎
図
』
に
つ
い
て
1
平
安
時
代
来
迎
図
の
一
遺
例
一
門
『
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
臨
三
七
〇
号
（
東
京
国
立
博
物
館
、
一

九
八
二
年
）
。

（
7
）
　
清
水
善
三
『
仏
教
美
術
史
の
研
究
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
七
年
）
第
　
部
再
録
「
来
迎
図
の
展
開
－
来
迎
の
「
場
」
…
㎏
追
記
。

（
8
）
　
田
口
栄
一
「
阿
弥
陀
九
品
来
迎
図
の
系
譜
…
平
等
院
鳳
恩
堂
扉
絵
を
中
心
と
し
て
一
」
『
平
等
院
と
中
尊
寺
』
所
収
、
第
四
章
第
一
項
「
当
麻
曼
茶

　
羅
と
東
塔
常
行
堂
壁
画
」
。

（
9
）
　
中
村
興
二
『
浄
土
教
絵
画
舳
二
〇
六
一
｝
○
頁
で
整
理
さ
れ
た
も
の
を
、
田
口
氏
は
踏
襲
し
て
い
る
。

　
　
　
九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
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｝
〇
二

（
1
0
）
　
井
上
光
貞
『
新
訂
　
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
（
山
川
出
版
社
、
　
一
九
七
五
年
）
第
三
章
第
二
節
「
聖
・
沙
弥
の
宗
教
活
動
」
。

（
1
1
）
　
山
本
信
吉
「
法
華
八
面
と
道
長
の
三
十
講
扁
魍
佛
教
習
術
魎
七
七
・
七
八
号
（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
〇
年
）
、
高
木
豊
『
平
安
時
代
法
華
仏
教
史
研

　
究
臨
（
平
楽
寺
書
店
、
｝
九
七
三
年
）
第
四
章
「
法
華
講
会
の
成
立
と
展
開
鳳
。

（
1
2
）
　
『
空
也
諌
暁
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
、
平
林
盛
得
『
聖
と
説
話
の
史
的
研
究
吐
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一
年
初
版
、
頁
は
一
九
九
六
年
の
第

　
二
版
に
よ
る
）
、
二
一
ニ
ー
＝
二
頁
の
補
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
3
）
　
璽
本
朝
文
粋
恥
巻
十
所
収
、
慶
滋
保
胤
作
「
六
波
羅
蜜
寺
供
花
会
詩
井
序
」
。

（
1
4
）
　
大
石
良
材
門
九
体
阿
弥
陀
堂
小
論
扁
赤
松
俊
秀
教
授
退
宮
記
念
『
国
史
論
集
㎞
（
同
箏
業
会
、
一
九
七
二
年
）
四
四
七
頁
。

（
1
5
）
　
「
九
品
来
迎
」
は
直
接
的
に
来
迎
表
現
を
伴
う
概
念
と
捉
え
、
「
九
品
往
生
」
と
は
浄
土
得
臼
後
の
蓮
華
化
生
表
現
、
或
い
は
来
迎
表
現
を
伴
わ
な
い

　
九
品
阿
弥
陀
の
造
形
を
包
含
す
る
美
術
史
学
上
の
概
念
と
定
義
で
き
る
。

（
1
6
）
　
礪
波
恵
昭
「
九
体
阿
弥
陀
像
の
展
開
1
九
体
阿
弥
陀
像
か
ら
九
品
阿
弥
陀
像
へ
一
」
臓
日
本
文
化
史
研
究
臨
二
七
号
（
帝
塚
山
短
期
大
学
日
本
文
化

　
史
研
究
会
、
　
一
九
九
七
年
）
。

（
1
7
）
　
井
上
、
四
三
七
頁
。
井
上
氏
は
同
書
、
｝
九
八
頁
で
「
功
徳
主
義
」
と
も
呼
称
し
て
い
る
。
こ
の
両
用
語
は
よ
く
混
用
さ
れ
る
。

（
1
8
）
　
速
水
侑
『
平
安
貴
族
祇
会
と
仏
教
臨
（
着
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）
。

（
1
9
）
　
速
水
侑
隅
平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
舳
～
○
八
頁
。

（
2
0
）
　
武
笠
朗
「
平
清
盛
の
信
仰
と
平
氏
の
造
寺
・
造
仏
（
上
）
・
（
下
）
」
『
実
践
女
子
大
学
美
学
美
術
史
学
魎
＝
二
・
一
四
号
（
実
践
美
学
美
徳
史
学
会
、

　
一
九
九
八
・
九
九
年
）
で
の
「
数
量
功
徳
主
義
」
と
い
う
言
説
は
ま
さ
に
速
水
氏
の
概
念
そ
の
も
の
と
言
っ
て
良
い
。
そ
の
結
果
、
千
僧
供
養
等
の

　
「
千
」
と
い
う
数
の
意
昧
を
「
儒
仰
の
形
式
化
」
「
膨
大
な
資
金
力
」
と
い
う
側
面
で
し
か
把
握
で
き
ず
、
こ
れ
ら
法
会
の
有
す
る
意
義
を
懲
清
盛
の
個

　
人
信
仰
」
に
媛
小
化
し
て
い
る
、
と
言
え
る
。
こ
れ
が
「
個
の
信
仰
扁
の
シ
ェ
ー
マ
に
合
致
し
て
い
る
の
は
、
速
水
氏
の
概
念
の
適
用
を
自
白
す
る
に
等

　
し
い
。
「
千
」
と
い
う
数
は
、
直
接
的
な
教
理
的
意
義
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
宇
宙
論
的
意
味
を
持
ち
、
法
界
衆
生
平
等
利
益
の
仏
教
的
利
他
精
神
の

発
露
で
あ
る
と
掴
握
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
述
す
る
「
徳
政
」
観
念
に
依
拠
し
、
濃
厚
な
政
治
性
を
帯
び
て
い
た
。
清
盛
の
「
平
疑
政
権
」
（
1
1

国
政
に
重
大
な
影
響
力
を
保
持
す
る
薪
興
の
武
家
有
力
権
門
）
の
棟
梁
と
い
う
実
体
か
ら
す
る
と
、
清
盛
の
「
私
」
と
は
単
な
る
「
媒
人
」
と
は
違
う
と

　
い
う
側
面
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ず
、
「
私
」
薩
「
個
人
」
の
図
式
の
適
用
は
修
正
す
べ
ぎ
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、
王
家
の
造
像
で
「
千
扁
に

謁
し
た
造
仏
事
業
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
白
で
、
逆
に
清
盛
の
「
千
扁
へ
の
執
着
の
源
泉
が
、
こ
の
院
の
宗
教
政
策
の
模
倣
に
胚
胎
す
る
を
思
わ



　
せ
る
。
故
に
、
武
笠
氏
の
如
き
「
公
偏
「
私
」
概
念
の
範
疇
は
再
考
の
要
が
あ
る
。

（
2
1
）
　
速
水
侑
『
平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
漏
一
…
二
頁
等
。

（
2
2
）
　
礪
波
護
「
唐
中
期
の
仏
教
と
国
家
」
『
階
唐
の
仏
教
と
国
家
臨
中
公
文
庫
と
－
7
－
3

世
の
宗
教
と
文
化
輪
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
二
年
）
。

30　29　28 27　A　26　25　24　23
）　　z訂　　）　　）　　）　　）

（一

繼
繼
續
N
）
　
三
二
頁
、
初
出
は
福
永
光
司
編
『
中
国
中

塚
本
善
隆
『
支
那
仏
教
史
研
究
　
北
垢
離
』
（
弘
文
堂
書
店
、
一
九
四
二
年
）
所
収
、
「
龍
門
石
窟
に
現
れ
た
る
車
軸
仏
教
」
。

濱
田
隆
「
立
像
阿
弥
陀
来
迎
図
成
立
史
考
」
『
佛
教
藝
術
』
一
二
六
号
（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
九
年
）
。

佐
藤
弘
夫
『
神
・
仏
・
王
権
の
中
世
』
（
法
蔵
館
、
一
九
九
八
年
）
四
五
三
頁
。

平
雅
行
「
井
上
光
貞
氏
の
浄
土
教
研
究
に
つ
い
て
の
覚
書
」
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
一
九
二
号
（
民
主
主
義
科
学
者
協
会
京
都
支
部
歴
史
部

一
九
八
八
年
）
、
同
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
聴
（
塙
書
房
、
一
九
九
六
年
）
に
修
正
再
録
。

黒
田
俊
雄
『
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
。

平
雅
行
『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
。

エ
ミ
ー
ル
・
マ
ー
ル
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
美
術
…
1
2
世
紀
か
ら
1
8
世
紀
ま
で
一
』
岩
波
文
庫
卵
塔
穴
冠
、
一
－
二
（
一
九
九
五
年
）
。

井
原
今
朝
男
『
日
本
中
世
の
国
政
と
家
政
』
（
校
倉
書
房
、
一
九
九
五
年
）
、
特
に
第
1
1
部
「
国
家
儀
礼
と
公
事
」
第
五
章
「
中
世
国
家
の
儀
礼
と
国

役
・
公
事
」
第
三
節
「
国
家
儀
礼
の
浸
透
と
民
間
儀
礼
」
。

（
3
1
）
　
久
野
修
義
「
中
世
寺
院
と
社
会
・
国
家
偏
『
日
本
史
研
究
騙
三
六
七
号
第
三
節
「
鎮
魂
一
平
和
一
徳
政
」
、
同
『
日
本
中
世
の
寺
院
と
社
会
』
（
墨
書

　
廃
、
一
九
九
九
年
）
第
二
編
W
に
再
録
。

（
3
2
）
　
海
老
名
尚
門
鎌
倉
の
寺
院
社
会
に
お
け
る
僧
官
僧
位
－
鎌
倉
幕
府
の
宗
教
政
策
解
明
の
一
視
点
1
」
福
田
豊
彦
編
『
中
世
の
社
会
と
武
力
』
（
吉
川

　
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
等
を
参
考
に
し
た
。

（
3
3
）
　
遠
藤
基
郎
「
過
差
の
権
力
論
」
服
部
早
苗
饗
『
王
朝
の
権
力
と
表
象
i
学
芸
の
文
化
史
－
駈
叢
書
文
化
学
の
越
境
4
（
謹
話
社
、
一
九
九
八
年
）
を

　
参
照
の
こ
と
。

（
3
4
）
　
注
（
2
0
）
参
照
。
な
お
、
こ
れ
は
井
原
今
朝
男
氏
の
指
摘
に
よ
る
権
門
家
政
の
国
政
補
完
機
能
と
関
連
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
（
前
出

　
『
日
本
中
世
の
国
政
と
家
政
』
参
照
）
。

（
3
5
）
　
有
賀
祥
隆
『
仏
画
の
鑑
賞
基
礎
知
識
』
（
至
文
堂
、
一
九
九
一
年
）
二
三
八
頁
。

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

｝
〇
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
二
号
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四

（
3
6
）
　
『
世
界
四
大
文
明
　
中
国
文
明
展
幅
展
覧
会
図
録
（
蕪
H
K
、
二
〇
〇
〇
年
）
「
五
三
頁
参
照
。

（
3
7
）
　
但
し
、
張
畷
鬼
造
像
記
の
功
徳
主
義
も
単
に
「
個
人
性
」
に
帰
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
三
階
教
の
登
場
を
控
え
て
い
た
北
斉
の
末
法
思
想
成
熟
に

　
よ
る
仏
教
的
「
利
他
姦
し
も
原
西
と
し
て
考
え
ね
ぽ
な
ら
ず
、
平
安
時
代
後
期
作
善
の
特
質
と
通
じ
る
点
が
あ
る
事
は
、
今
後
の
研
究
に
委
ね
た
い
。
現

在
は
純
粋
に
「
個
人
性
」
に
依
拠
す
る
「
数
童
功
徳
主
義
」
が
存
す
る
か
は
、
私
個
人
と
し
て
は
慎
重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と
推
測
し
て
い
る
。

（
3
8
）
　
礪
波
恵
昭
「
九
体
阿
弥
陀
像
の
展
開
i
九
体
阿
弥
陀
像
か
ら
九
品
阿
弥
陀
像
へ
…
」
『
日
本
文
化
史
研
究
臨
二
七
号
（
帝
塚
山
短
期
大
学
日
本
文
化

　
史
学
会
、
一
九
九
七
年
）
。

（
3
9
）
　
曾
根
正
人
『
古
代
仏
教
界
と
王
朝
世
界
㎞
（
飯
釜
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
四
部
「
王
朝
社
会
と
仏
教
」
第
二
章
「
藤
原
道
長
の
下
品
下
生
往
生

　
1
『
栄
華
野
駈
叩
㎞
に
お
け
る
二
つ
の
浄
土
信
仰
一
偏
で
は
、
『
栄
華
物
語
聴
巻
三
十
の
道
長
下
品
下
生
往
生
諏
（
威
子
危
坐
諏
）
を
、
作
品
世
界
で
の
道

長
の
「
権
者
」
的
性
格
か
ら
逸
脱
す
る
異
例
と
規
定
し
、
そ
の
威
子
夢
告
諏
の
採
用
動
機
を
、
堕
地
獄
の
恐
怖
を
背
後
に
し
た
作
者
の
信
仰
に
帰
し
て
い

　
る
。
概
ね
妥
当
な
意
見
と
思
う
。
童
子
夢
告
諏
の
出
所
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
仏
家
の
偽
作
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は

　
後
考
を
挨
ち
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
道
長
下
品
下
生
往
生
課
は
、
あ
く
ま
で
「
例
外
偏
で
あ
る
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

（
4
0
）
　
津
田
左
右
着
㎎
文
学
に
現
は
れ
た
る
国
民
思
想
の
研
究
㎏
一
巻
「
1
貴
族
文
学
の
時
代
…
」
（
岩
波
書
店
、
｝
九
五
～
年
）
三
八
五
頁
。

（
4
1
）
　
大
原
嘉
豊
「
平
等
院
鳳
鳳
堂
本
尊
後
壁
衰
面
画
主
題
に
関
す
る
試
論
」
『
佛
教
藝
術
臨
二
四
七
号
（
一
九
九
九
年
）
。

（
4
2
）
　
本
章
第
三
節
参
照
。

（
4
3
）
　
大
原
嘉
豊
「
中
世
前
期
史
上
に
於
け
る
九
品
来
迎
図
の
位
相
一
壱
岐
墨
形
嶺
経
塚
出
土
滑
石
製
弥
勒
如
来
坐
像
台
座
刻
銘
を
中
心
に
…
扁
紙
型
教
藝

　
術
魅
二
四
三
号
（
一
九
九
九
隼
）
。

（
4
4
）
　
平
岡
定
海
噌
東
大
導
宗
性
上
人
之
研
究
並
史
料
幽
（
日
本
学
箭
振
興
会
、
　
　
九
六
〇
年
）
。

（
4
5
）
　
速
水
僑
『
弥
勒
信
仰
1
も
う
｝
つ
の
浄
土
儒
仰
i
㎞
日
本
入
の
行
動
と
思
想
、
一
二
巻
（
評
論
社
、
一
九
七
一
年
）
。

（
4
6
）
　
大
原
嘉
豊
「
平
等
院
鳳
鳳
堂
本
尊
後
壁
表
面
画
主
題
に
関
す
る
試
論
扁
範
佛
教
藝
術
㎏
二
四
七
号
。

（
4
7
）
　
小
川
弘
和
槻
古
代
・
中
世
国
家
と
領
主
支
配
㎞
（
吉
用
弘
文
館
、
｝
九
九
七
年
）
。

（
4
8
）
　
松
尾
剛
次
槻
勧
進
と
破
戒
の
中
世
史
一
中
世
仏
教
の
実
話
－
撫
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
琿
）
三
三
頁
。

（
4
9
）
　
礪
波
恵
昭
「
南
都
の
浄
土
信
仰
と
造
像
活
動
の
一
形
態
…
迎
撲
房
経
源
と
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
像
を
め
ぐ
っ
て
…
」
隅
奈
良
学
研
究
繍
二
号
（
帝

　
塚
由
短
期
大
学
、
　
一
九
九
九
年
）
。



（
5
0
）
　
河
音
能
平
魍
中
世
封
建
社
会
の
首
都
と
農
村
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
第
六
章
「
丹
波
国
田
能
庄
の
百
姓
と
そ
の
『
縁
共
』
に
つ
い

　
て
1
中
世
前
期
村
落
に
お
け
る
小
百
姓
の
存
在
形
態
1
」
。

（
5
1
）
　
『
鎌
倉
旧
仏
教
騙
日
本
思
想
体
系
1
5
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
年
）
「
興
福
寺
奏
状
」
「
第
六
暗
浄
土
失
」
三
一
四
頁
。

（
5
2
）
　
な
お
、
九
品
を
三
品
に
分
け
て
別
堂
に
安
置
す
る
の
は
、
東
京
都
浄
真
摯
九
体
阿
弥
陀
像
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
か
ら

　
四
年
が
か
り
で
木
地
が
完
成
し
、
現
在
地
へ
移
転
後
の
元
禄
十
一
年
（
一
六
九
八
）
に
九
品
仏
堂
（
三
仏
堂
）
が
完
成
し
た
。
上
中
下
生
を
各
々
定
印
・

　
説
法
印
・
来
迎
印
で
区
分
し
、
上
中
下
品
を
指
の
捻
じ
方
を
違
え
る
こ
と
で
区
分
す
る
。
即
ち
、
上
品
は
第
一
指
と
第
二
指
を
、
中
品
は
第
｝
指
と
第
三

　
指
を
、
下
品
は
第
一
指
と
第
四
指
を
捻
ず
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
印
相
は
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
開
版
の
『
仏
像
図
彙
』
と
全
く
同
一
で
、
印
相
に

　
よ
っ
て
完
全
に
九
品
差
異
化
さ
れ
た
現
在
通
行
の
九
体
阿
弥
陀
像
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
浄
瑠
璃
響
と
は
異
な
り
、
階
層
性
に
比
重
が
強
化
さ
れ

　
た
も
の
と
言
え
る
。

（
5
3
）
　
小
川
貫
弍
「
浄
土
教
受
容
の
一
形
態
一
常
行
堂
と
十
六
観
堂
一
」
『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
二
〇
号
（
B
本
仏
教
学
会
、
一
九
五
五
年
）
参
照
の
こ

　
と
。
な
お
、
こ
れ
は
、
現
在
は
憶
灘
の
段
階
に
と
ど
ま
り
、
い
ず
れ
詳
論
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
5
4
）
　
井
上
光
貞
、
＝
二
六
i
三
七
頁
で
は
、
源
信
『
往
生
湿
熱
』
の
九
品
差
異
化
動
機
の
希
薄
さ
が
指
摘
さ
れ
、
往
生
の
可
否
が
前
面
の
問
題
に
浮
上
し

　
て
い
る
こ
と
に
そ
の
原
因
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
確
か
に
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
当
時
の
身
分
意
識
に
代
表
さ
れ
る
男
泣
の
あ
り
方
も
そ
う
し

　
た
九
贔
階
位
に
関
す
る
問
い
を
切
実
に
生
み
出
す
状
況
に
な
か
っ
た
点
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
と
思
う
。

（
5
5
）
　
瀧
上
寺
本
九
品
来
迎
図
に
関
す
る
以
下
の
論
述
は
、
大
原
嘉
豊
「
瀧
上
寺
本
九
品
来
迎
図
に
関
す
る
考
察
1
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
至
る
九
品

来
迎
図
の
展
開
と
関
連
し
て
一
」
『
佛
教
藝
術
』
二
三
四
号
（
一
九
九
七
年
）
を
基
に
し
て
い
る
。

（
5
6
）
　
西
山
全
書
、
二
巻
（
文
栄
堂
書
店
、
～
九
三
三
年
）
、
原
漢
文
。

（
5
7
）
　
笠
松
宏
至
「
仏
物
・
三
物
・
人
物
扁
『
思
想
』
六
七
〇
号
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
○
年
）
、
『
法
と
言
葉
の
中
世
史
』
平
凡
社
選
書
8
6
（
一
九
八
四
年
）

　
に
再
録
。

（
5
8
）
　
佐
藤
弘
夫
『
神
・
仏
・
王
権
の
中
世
』
二
〇
〇
頁
。

（
5
9
）
　
平
雅
行
「
仏
教
思
想
史
研
究
と
顕
密
体
制
論
－
末
木
文
美
士
氏
の
批
判
に
応
え
る
一
」
咽
日
本
史
研
究
舳
（
史
学
研
究
会
、
一
九
九
七
年
）
、
末
木
文

美
士
『
鎌
倉
仏
教
形
成
論
一
思
想
史
の
立
場
か
ら
一
圏
（
法
蔵
館
、
一
九
九
八
年
）
第
一
部
第
二
章
「
顕
密
体
制
論
の
再
検
討
（
二
）
1
平
雅
行
著
『
日

本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
を
め
ぐ
っ
て
一
」
。

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

　
〇
五



　
　
　
折
口
学
研
十
九
　
第
五
百
七
十
－
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

（
6
0
）
　
袴
谷
憲
昭
「
明
恵
鴨
催
邪
輪
㎏
の
華
厳
思
想
」
『
華
厳
学
論
集
（
鎌
田
先
生
古
稀
記
念
会
編
）
鴫
（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
七
年
）
原
注
8
、
八
五
三
頁

　
に
、
日
本
中
世
の
「
正
統
」
「
異
端
」
問
題
の
考
察
に
、
西
洋
的
○
噌
夢
。
α
o
×
《
一
7
Φ
8
円
。
α
o
×
く
の
関
係
の
考
慮
を
促
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
概
念

　
そ
の
も
の
の
孕
む
問
題
が
該
時
代
研
究
に
混
乱
を
惹
起
し
て
い
た
側
面
が
あ
る
。
そ
の
必
要
性
を
充
分
認
め
た
う
え
で
、
以
下
の
論
の
如
き
、
社
会
的
・

政
治
的
視
座
が
要
求
さ
れ
る
点
は
、
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

（
6
1
）
　
末
木
氏
は
、
「
著
者
（
平
）
は
、
（
専
修
念
仏
・
日
蓮
・
道
元
を
一
括
し
た
）
隅
異
端
派
』
の
特
徴
と
し
て
、
『
仏
法
の
一
元
化
聴
を
挙
げ
る
が
、
そ
れ

　
は
念
仏
で
も
『
法
華
経
舳
で
も
よ
い
よ
う
な
～
元
化
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
〔
末
木
文
美
士
魍
鎌
倉
仏
教
形
成
論
－
思
想
史
の
立
場
か
ら
1
聴
第
一
部
第
二

　
章
第
三
項
「
異
端
派
を
め
ぐ
っ
て
」
六
四
頁
〕
と
い
う
換
判
に
端
的
に
伺
え
る
よ
う
に
、
平
氏
の
学
説
を
完
全
に
誤
認
し
て
い
る
。

（
6
2
）
　
松
尾
轍
次
噸
鎌
倉
新
仏
教
の
成
立
－
入
門
儀
礼
と
祖
師
神
話
－
輪
（
告
泪
弘
文
館
、
　
九
八
八
年
）
。

（
6
3
）
　
黒
囲
俊
雄
噸
日
本
中
世
の
圏
家
と
宗
教
聴
四
五
九
頁
。

（
6
4
）
　
礪
波
護
「
唐
代
に
お
け
る
僧
尼
拝
尊
親
の
断
行
と
撤
回
偏
『
東
洋
史
研
究
幅
第
四
〇
巻
二
号
（
一
九
八
一
年
）
、
同
『
隔
唐
の
仏
教
と
国
家
魅
中
公
文

　
庫
（
一
九
九
九
年
）
再
録
。

（
6
5
）
　
塚
本
善
隆
「
シ
ナ
に
お
け
る
仏
法
と
王
法
」
宮
本
正
尊
編
『
仏
教
の
根
本
真
理
－
仏
教
に
お
け
る
根
本
真
理
の
歴
史
的
形
態
…
㎞
（
三
省
堂
、
　
九

　
五
六
年
）
。

（
6
6
）
　
但
し
、
日
本
近
世
の
特
質
と
中
国
近
世
の
特
質
を
岡
じ
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。
個
々
溺
々
に
、
該
地
域
の
歴
史
か
ら
見
た
相
対
的
設
定
で
、
中

国
近
世
の
成
立
を
北
宋
時
代
に
置
い
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
内
藤
湖
南
と
同
様
、
特
に
政
治
運
営
形
態
に
時
代
区
分
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
の
重
要
性

　
を
認
め
る
立
場
を
私
は
支
持
す
る
。

（
6
7
）
　
黒
田
俊
雄
蝋
日
本
中
盤
の
国
家
と
宗
教
舳
W
「
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
一
向
専
修
と
本
地
垂
　
」
三
「
下
国
社
会
の
宗
教
意
識
（
一
）
i
本
地
垂
遊
説

　
に
つ
い
て
1
偏
。

（
6
8
）
　
今
井
雅
疇
「
善
鷺
と
初
期
真
宗
教
団
」
桜
井
徳
太
郎
編
『
日
本
宗
教
の
正
統
と
異
端
曝
（
弘
文
堂
、
一
九
八
八
隼
）
、
岡
『
鎌
倉
新
仏
教
の
研
究
謡

　
（
　
九
九
一
年
）
に
補
訂
再
録
。

（
6
9
）
　
な
お
、
今
井
雅
晴
『
親
玉
と
本
願
等
一
族
－
父
と
子
の
葛
藤
…
㎞
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
）
四
三
頁
で
は
、
関
東
門
徒
団
の
方
が
呪
術
的
神

仏
習
合
的
信
仰
に
変
質
し
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
書
か
れ
る
に
至
っ
て
お
り
、
こ
う
な
る
と
図
入
派
遣
の
意
義
す
ら
喪
失
し
か
ね
な
い
本
末
を
転
倒
し

　
た
議
論
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
今
井
氏
の
論
理
は
迷
走
し
て
い
る
。



（
7
0
）
　
黒
田
俊
雄
『
B
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
』
W
「
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
一
向
専
修
と
本
地
垂
　
」
四
「
東
国
社
会
の
宗
教
意
識
（
二
）
一
異
安
心
に
つ

　
い
て
1
駄
。

（
7
1
）
　
家
永
三
郎
「
親
驚
の
宗
教
の
社
会
的
基
盤
漏
『
大
法
輪
』
一
九
五
〇
年
八
月
号
（
大
法
輪
閣
）
。

（
7
2
）
　
大
原
嘉
豊
「
場
と
絵
皿
i
九
品
来
迎
図
の
展
開
を
～
例
と
し
て
一
」
『
京
都
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
学
研
究
室
研
究
紀
要
』
一
九
号
（
一
九
九
八

年
）
。

（
付
記
）
　
本
論
は
、
「
九
九
九
年
十
月
二
十
八
日
に
中
世
史
研
究
会
で
行
っ
た
「
美
術
史
学
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
」
と
題
す
る
発
表
を
大
平
に
増
補
改
訂

　
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
論
は
二
〇
〇
〇
年
五
月
二
十
三
日
に
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
課
程
博
士
論
文
『
日
本
九
品
来

　
迎
図
研
究
』
の
序
論
・
第
～
部
立
一
篇
の
一
部
・
結
論
に
相
当
す
る
部
分
を
論
文
化
し
た
も
の
で
も
あ
り
、
論
文
公
開
の
責
の
一
端
を
担
う
こ
と
を
付
記

　
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
お
お
は
ら
・
よ
し
と
よ
　
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
手
／
美
術
史
学
）

九
品
来
迎
図
研
究
に
お
け
る
顕
密
体
制
論
の
実
効
性

一
〇
七



A　Discussion　on　the　Possibllity　to　apply　Kenmitsu－taisei－ron

　　　　　　　　　　　　　　　to　the　Study　of　Kubon－raigo－2u

　　　　　　　　　　　　Yoshitoyo　OHARA

Research　Associate，　Department　of　OrieRtal　Studies

　　　　　　Institute　for　Research　in　Humanities

　　　　　　　　　　　　　　Kyoto　University

　　This　paper　seeks　to　address　two　phenomena　about　Kztbon－raigo－2u　（painting

showing　nine　grades　of　Amida’s　descent）　and　explain　why　they　happened．

　　1．　Ke｛bon－raigo－zu　was　originated　in　China．　ln　medieval　Japan，　it　was　devel－

　　　oped　into　a　very　different　form，　and　attained　greater　prevalence　than　previous－

　　　ly　in　China．

　　2．　ln　Heian　period，　Kztbon－raigo－zu　did　not　show　the　difference　of　the　nine

　　　grades．　But　in　Kamakura　period，　the　difference　between　grades　was　greatly

　　　emphasized．

　　In　regards　to　the　second　phenomenon，　although　the　concept　of　Kztbon－raigo　was

originally　related　only　to　the　problem　of　religious　ability，　it　was　in　medieval　Japan

often　confused　with　contemporaneous　social　hierarchy　and　at　times　unconsciously

applied　to　the　making　of　a　strong　ruling　ideology．　1　think　this　fact　can　be　explained

by　1〈en2nitsu－taisei－ron．

　　gideo　Kuroda　first　proposed　this　hypothesis　in　the　1970’s．　He　believes　that

religious　schools　like　Tendai，　Shingon　and　Nanto－rikushu　had　strong　religious　and

political　ties　to　the　emperor’s　authority．　Through　their　religious　authority，　they

reinforced　the　emperor’s　political　weakness　and　attained　great　power　to　influence

national　politics．　The　concept　of　Kubon－raigo　gradually　became　central　to　the

ideo｝ogy　of　this　religious－political　system，　or　what　Kuroda　calls　Kenmitsu－taisei．

The　reason　why　the　difference　of　nine　grades　became　emphasized　in　Kaniakura

period，　1　believe，　was　linl〈ed　to　the　criticism　by　the　Jodo　school　concerning

Kemnitste－taisei　doctrines．　Honen，　founder　of　the　Jodo　school，　denied　all　good

religious　behaviors　except　invocations　to　Amida　Buddha　for　the　hope　of　rebirth　in

the　Pure　Land　after　death．　But　the　concept　of　Kttbon－raigo，　which　was　based　on

the　idea　that　all　good　religious　behaviors　like　building　temp王es　or　devoting　offer－

ings　to　monks　is　necessary　to　be　reborn　in　the　Pure　Land，　urged　the　believers　to　do

as　much　as　possible，　should　they　desire　a　higher　grade　in　afterlife．　Therefore，
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advocates　of　the　Kenmitsu－laisei　emphasized　their　central　doctrine，　Kubon－raigo．

　　This　conclusion　also　helps　explain　the　difference　in　appearance　between　Kubon

－raigo－zu　in　Japan　and　those　in　China．　ln　China，　with　a　few　exceptions，　such

intimate　ties　between　Buddhist　schools　and　the　authority　of　the　emperor　did　not

exist．　This　fact　can　be　substantiated　by　the　idea　of　Souni－Fuhaibun　（sengni　bu　bai

jun：僧尼不感君），which　pr6poses　that　no　laws　for　the　laity　be　applied　to　monks

and　nuns，　as　they　had　already　abandoned　worldly　life．　Granted　this　was　the　case，

there　was　no　need　for　them　to　bow　to　the　ernperor．　lt　was　thus　natural　that　Kubon

－raigo－2u　had　not　attained　great　popularity　in　China．

The　ldeals　and　Difficulties　of　“Wirklichkeitswissenschaft”

　　　　　　　　　　　About　the　Sociological　Theory　of　Hans　Freyer

　　　Michiko　MIYATAKE

Graduate　Student　of　Sociology

　Graduate　School　of　Letters

　　　　　Kyoto　University

　　In　this　paper，　1　examine　the　works　of　Hans　Freyer，　a　sociologist　who　was　famous

for　his　“sympathetic”　attitude　towards　the　Nazi　Regime．　His　works　were　rather

“louche”　（equivocal），　in　the　sense　Pierre　Bourdieu　used　when　he　called　Heidegger

a　“louche”　philosopher．

　　Freyer　was　very　popular　during　the　Weimar　Republic　period，　especially　among

the　younger　generation．　He　was　a　typical　intelligentsia　of　his　time．　Born　in　1887，

he　was　deeply　influenced　by　the　German　Youth　Movement，　and　so　he　volunteered

in　1914　to　fight　on　the　western　front　for　4　years．　Attaching　some　irnportance　to　real

human　life，　he　criticized　traditional　sociology　as　abstract　and　impractical．　He

advocated　the　“Wirklichkeitswissenschaft”　（real　science），　the　study　of　the　con－

temporary　social　crisis　in　his　sociological　main　works，　Soxiologie　als　Wirhlichfeeits－

wissenschaft　and　Einleitung　in　die　So2iologie．　ln　the　last　part　of　Einleitung，　he

questioned　what　kind　of　will　could　change　the　existing　social　order．　To　answer　this

question，　he　is　said　to　have　written　the　famous　Revolution　von　Rechts　in　1931．

　　In　Revolution，　Freyer　proclaimed　that　a　new　kind　of　revolution　was　just　about　to

begin，　and　that　it　would　solve　the　old　fashioned　class－conflict　prob｝em　which
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