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(
1
)

私
は
か

つ
て

『
日
本
禅
宗
の
成
立
』
で

「…鎌
倉
新
仏
教
成
立
の
歴
史
的
意
義
」
と
い
う

一
章
を
設
け
…鎌
倉
仏
教
論
の
回
顧
と
問
題
点
に

つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
に
お
け
る
禅
宗
の
成
立
を
考
え
る
時
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
だ
と
思

っ
た
か
ら
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
禅
宗
は
鎌
倉
新
仏
教
の
一
角
に
数
え
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
し
そ
の
割
り
に
は
正
当
に
評
価
さ
れ
て

こ
な
か

っ
た
と
考

え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ

こ
で
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
。
原
勝
朗
氏
や
松
本
彦
次
郎
に
よ

っ
て
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
宗
教
改
革
と

の
比
較
の
視
点
か

(
2
)

(
3
)

ら
鎌
倉
新
仏
教
の
研
究
が
は
じ
ま

っ
た
が
、
そ
の
後
、
永
田
広
志
氏
や
石
母
田
正
氏
ら
に
よ

っ
て
宗
教
改
革
と
の
比
較
論
は
否
定
さ
れ
た
。

(
4
)

一
方

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
神
秘
主
義
と
の
比
較
か
ら
鎌
倉
新
仏
教
を
考
え
よ
う
と
す
る
中
村
元
氏
や
大
隅
和
雄
氏
の
研
究
も
あ

っ
た
。
と
こ

ろ
が

、
戦
後

の
中
世
仏
教
思
想
史
の
研
究
の
出
発
点
と
も
な

っ
た
家
永
三
郎
氏
の
研
究
で
は
、
禅
宗
は
新
仏
教

の
一
角

か
ら
外
さ
れ
、
念

(
5
)

仏
宗

の
地
位
こ
そ
が
鎌
倉
新
仏
教
の

一
次
的
根
源
的
な
る
も

の
と
結
論
し
た
。
井
上
光
貞
氏
も
新
仏
教
の
二
大
系
統
と
し
て
浄
土
教
と
法

(
6
)

華
信
仰
を
強
調
し
、
禅
宗
は
や
は
り
視
野
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
。
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こ

の
家
永

・
井
上
両
氏
の
立
場
は
新
仏
教
成
立
の
前
提
に
平
安
時
代
の
聖

・
上
人
の
存
在
を
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
先
駆
を
な
す

(
7
)

の
は
橋
川
正
氏

の
研
究
で
あ
る
。
橋
川
氏
は
平
安
時
代
の
持
経
者

・
聖

・
沙
弥
の
存
在
に
着
目
し
、
聖
の
系
統
か
ら
法
然
が
、
沙
弥

の
系

統
か
ら
親
驚
が
、
そ
し
て
持
経
者
の
系
統
か
ら
日
蓮
が
出
た
の
だ
と
す
る
。
こ
の
系
統
の
研
究
は
堀

一
郎
氏
や
五
来
重
氏
に
よ

っ
て
深
め

(
8
)

ら
れ
て
い
る
。
実
は
私

の
立
場
も
基
本
的
に
は
こ
の
研
究
の
系
譜
に
入
る
と
思
う
が
、
違
う
の
は
禅
宗
ま
で
含
め
て
考
え
て
い
る
点
で
あ

る
。ま

た
昭
和
の
初
年
以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で

一
貫
し
て
鎌
倉
新
仏
教
論
の

一
角
を
占
め
て
き
た
の
が
、
天
台
本
覚
思
想
か
ら
新
仏
教
を

(
9
)

み
て

い
こ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

「な
る
ほ
ど
祖
師
論
に
限
定
す
る
か
ぎ
り
は

一
定
の
説
得
力
を
も
ち
う
る
か
に

み
え
る
。
し
か
し
鎌
倉
時
代
の
新
仏
教
運
動
と
い
う

の
は
、
単
な
る
祖
師
論
に
解
消
で
き
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
し
て

や
天
台
思
想
な
ど
と
い
う
狭

い
枠
で
括
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
点
を
押
さ
え
な
い
と
、
…鎌
倉
新
仏
教
の
本
質
が

み
え
て
こ
な
い
と
思

う
」
と
述
べ
て
お
い
た
。

そ
し
て
鎌
倉
仏
教
論
の
問
題
点
と
し
て
鎌
倉
新
仏
教

の
イ
メ
ー
ジ
が
浄
土
教
に
依
存
し
て
き
た
こ
と
、
総
体
的
理
解
を
急
ぐ
あ
ま
り
新

旧
の
異
質
性
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
末
法
思
想
の
影
響
力

の
問
題
、
そ
し
て
新
仏
教
を
古
代
国
家
解
体

の
局
面
に
み
る
の
で

な
く
中
世
社
会
成
立
の
局
面
に
み
る
べ
き
こ
と
、
の
四
点
を
指
摘
し
て
お
い
た
。

前
書
に
お
い
て
、
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
鎌
倉
仏
教
論
の
回
顧
と
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
こ
れ
は
当
面
、
日
本

の
禅
宗
成
立

の

問
題
を
考
え
る
た
め
の
必
要
最
小
限
の
記
述
で
あ
り
、
必
ず
し
も
鎌
倉
仏
教
論
を
全
面
的
に
展
開
す
る
意
図
か
ら
な
さ
れ
た
も

の
で
は
な

か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
前
書
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
う
し
て
鎌
倉
仏
教
論
に
関
す
る
著
作
の
刊
行
が
相
次

い
だ

の
で
あ
る
。

そ
れ
ら

の
著
作
か

ら
私

は
多
く
の
刺
激
を
受
け
た
。
そ
の
た
め
そ
れ
ら
の
成
果
を
ふ
ま
え
、
私
の
日
本
禅
宗
成
立
論
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思

っ
た
の

で
あ
る
。

因

み
に
そ
れ
ら

の
著
作
を
刊
行
順
に
紹
介
す
る
と
、
佐
藤
弘
夫

『
日
本
中
世
の
国
家
と
仏
教
』
、
佐

々
木
馨

『
中
世

国
家

の
宗
教
構
造
』
、
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(10

)

松
尾
剛
次

『
鎌
倉
新
仏
教

の
成
立
』
、
平
雅
行

『
日
本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
、
そ
し
て
末
木
文
美
士

『
目
本
仏
教
思
想
史
論
考
』
な
ど
で

あ
る
。

こ
の
う
ち
佐
藤

・
平
両
氏
の
研
究
は
黒
田
俊
雄
氏
の
顕
密
体
制
論
を
ふ
ま
え
て
そ
れ
を
さ
ら
に
展
開
さ
せ
よ
う
と
し
た
議
論
で
あ

り
、
佐

々
木
氏
の
研
究
は
顕
密
体
制
論
と
は

一
定
の
距
離
を
置
き
な
が
ら
そ
れ
に
代
わ
る
自
説
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

一

方
、
松

尾
氏
の
研
究
は
顕
密
体
制
論
に
真
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
末
木
氏
の
研
究
は
従
来

の
本
覚
思
想
か
ら
鎌
倉
仏
教
を
み
よ

う
と
す
る
立
場
を
継
承
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

で
は
以
下
、
各
氏
の
問
題
提
起
を
受
け
止
め
る
形
で
私
の
立
場
を
改
め
て
述
べ
た
い
と
思
う
。
ま
ず
は
佐
藤
氏

の
問
題
提
起
を
検
討
し

て
み
よ
う
。
佐
藤
氏
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
石
母
田
氏
の
領
主
制
論
を
下
敷
き
に
し
、
原
勝
朗
茂
に
始
ま
り
家
永
三
郎
氏

に
よ
っ
て
大
成

さ
れ
た
新
仏
教
ー
宗
教
改
革
論
を
導
入
し
た
井
上
光
貞
氏
の
説
が
鎌
倉
仏
教
論
の
定
説
的
見
解
と
な

っ
て
い
た
。
そ
の
井
上
説
を
根
底
か

ら
批
判
し
た
の
が
、
社
会
的
勢
力

・
思
想
的
影
響
力

・
宗
教
的
権
威
ど
の
面
を
み
て
も
中
世
に
お
い
て
は
顕
密
仏
教
11

旧
仏
教
が
圧
倒
的

な
力
を
保
持
し
て
い
た
と
す
る
黒
田
俊
雄
氏
の
顕
密
体
制
論
で
あ

っ
た
。
こ
の
顕
密
体
制
論
は
そ
の
後

の
個
別
実
証
研
究
で
も
裏
付
け
ら

れ
、
「
い
ま
や
ま
す
ま
す
揺
る
ぎ
な
い
も

の
と
な
り

つ
つ
あ
る
」
と
す
る
。

そ
し
て
佐
藤
氏
は
、
家
永

・
井
上
氏
に
よ

っ
て
築
き
上
げ
ら
れ
た

「古
代
仏
教
ー
貴
族
仏
教
、
新
仏
教
11
民
衆
仏
教
」

と
い
う

シ
ェ
ー

マ
の
孕
む
問
題
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
、
次
の
二
点
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
第

一
の
点
は

「新
仏
教
の
特
質
と
さ
れ
る
民
衆
的
性
格
が
、

そ
の
成
立
以
前
に
、
中
世
仏
教

へ
と
変
貌
を
遂
げ

つ
つ
あ

っ
た
平
安
後
期
の
旧
仏
教
に
よ
っ
て
、
す
で
に
体
現
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
」
、

第
二
の
点
は

「同
時
代
の
旧
仏
教

の
中
に
も
ま
た
、
新
仏
教
と
同
等
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
民
衆

性
を
看
取
し
う

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
「旧
仏
教
」
「新
仏
教
」
を
ど
う
考
え
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

佐
藤
氏
は

「新
仏
教
」
を
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
六
宗
だ
け
で
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て

「旧
仏
教
」
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
が

ま
ず
問
題
で
あ
る
。

た
と
え
ば
第

一
の
点
に
関
し
て

「南
都
北
嶺
の
諸
大
寺
は
、
院
政
期
に
お
い
て
は
、
荘
園
経
営
と
勧
進
を
基
盤
と
す
る
中
世
寺
院

へ
と
、
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着

々
と
変
身
を
遂
げ

つ
つ
あ
」
り
、

「新
仏
教
出
現
以
前
に
旧
仏
教
は
ま
ぎ
れ
も
な
く

『
民
衆
化
』
し
て
い
た
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
勧

進
活
動
の
多
く
は
聖
に
よ

っ
て
担
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
聖
を
か
ん
た
ん
に
旧
仏
教
側
の
存
在
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
第
二

の
点

に
関
し
て
、
叡
尊
や
忍
性
な
ど
の
西
大
寺
流

の
律
僧
を
旧
仏
教
側
の
存
在
と
み
ら
れ
て
い
る
が
、
私
は
西
大
寺
流
律
宗
を
新
仏
教
の

一
つ
に
数
え
て
い
る
。
新
仏
教
を
鎌
倉
六
宗
だ
け
に
み
る
見
方
を
、
私
は
祖
師
論
的
鎌
倉
仏
教
論
と
呼
ん
で
い
る
。

祖
師
論
的
鎌
倉
仏
教
論
と
い
う
の
は
、
「は
じ
め
に
祖
師
あ
り
き
」
か
ら
発
想
す
る
立
場
で
あ
る
。

祖
師
が
ま
ず
い
て
、
め
ち
に
教
団

が
で
き
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然

の
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
わ
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
事
実
は
逆
の
こ
と
が
多
い
。
教
団
が

で
き
る
と
き
に
祖
師
は
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
栄
西
が
日
本
禅
宗
の
祖
の
よ
う
に
み
ら
れ
て
き
た
理
由
に
、

『
元
亨
釈
書
』

の

評
価
や
栄
西
の
門
葉
が
栄
え
た
こ
と
が
あ
る
。
日
本
禅
宗

の
祖
と
い
う
な
ら
む
し
ろ
大
旦
房
能
忍
の
方
が
相
応
し
い
、
と
い
う
こ
と
は
前

書
で
明
ら
か
に
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
念
仏
宗
の
祖
も
法
然
で
あ
る
必
然
性
は
必
ず
し
も
な
い
。
重
源
な
ど
も
そ

の
資
格
を
十
分
備

え
て

い
る
・
元
来
・
両
者
の
間
に
は
師
弟
関
係
が
な
か

っ
た
は
ず
な
の
悔

法
然

の
門
葉
を
中
心
に
教
団
化
が
す
す
め
ら
れ
る
過
程
で
、

重

源

は

法

然

の
弟

子

と

い
う

こ
と

に
な

っ
て

い
く

。

さ

ら

に

時

宗

の
祖

は

一
遍

と

い
う

こ
と

に

な

っ
て

い

る

が

、

一
向

俊

聖

の
存

在

は

ど

(
12

)

う
な
る
の
か
。

一
遍
と

一
向
は
同
年
で
、
遊
行

・
踊
念
仏
も
共
通
し
て
い
る
が
、
二
人
は
会
う
機
会
が
な
か

っ
た
。
当
然
、
師
弟
関
係
は

な
い
。
し
か
し

一
遍

の
遊
行
派
を
中
心
に
時
宗
の
教
団
化
が
す
す
め
ら
れ
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か

一
向
は

一
遍

の
弟
子
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。
教
団
が
で
き
る
時
に
祖
師
は
作
ら
れ
る
、
と
い
え
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

話
を
も
と
に
戻
そ
う
。
佐
藤
氏
が
拠
所
と
さ
れ
た
黒
田
氏
の
顕
密
体
制
論
を
よ
り
発
展
継
承
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

の
が
平
雅
行

『
日

本
中
世
の
社
会
と
仏
教
』
で
あ
る
。
刺
激
的
な
本
で
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
が
、
そ
の
寄

っ
て
立

つ
顕
密
体
制

論
そ
の
も

の
に
同

調
で
き
な
い
も
の
を
も
つ
私
に
と

っ
て
疑
問
も
残
る
。
巻
頭
論
文

「中
世
宗
教
史
研
究
の
課
題
」
で
、
平
氏
は
宗
派
史

的
方
法
を
克
服
し

て
全
体
史
と
し
て
の
宗
教
史
を
提
言
す
る
。
趣
旨
は
理
解
し
て
い
る
つ
も
り
だ
し
そ
の
必
要
性
も
認
め
る
が
、

一
方
で
宗
派
史

の
研
究
が

疎
か
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
宗
派
史
方
法

の
問
題
点
の
ひ
と
つ
に
新
仏
教

・
旧
仏
教
の
概
念
が
近
世
仏
教
史

の
分
析
概
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念
で
あ

る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

教
団
史
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
・ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。

教
団
史
的
に
ど
い
う

の
は
、

い
わ
ゆ

る

「新
仏
教
」
が
教
団
と
し
て
確
立
し
た
の
は
近
世
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
と
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期

に
進
行
し
た
新
仏
教
運
動
と
は
い
ち
お
う
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
新
仏
教
運
動
の
新
仏
教
の
概
念
が
い
わ
ゆ
る

「新
仏

教
」
11
鎌
倉
六
宗
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

'
顕
密
体
制
論
で
は
、
社
会
的
勢
力

・
思
想
的
影
響
力

・
宗
教
的
権
威
ど
の
面
か
ら
み
て
も
、
中
世
に
お
い
て
顕
密
仏
教
ー
旧
仏
教
が
圧

倒
的
な
力
を
保
持
し
て
い
た
と
す
る
が
、
そ
う
い
え
る
の
は
南
北
朝
期
ま
で
で
あ
る
。
ま
た
鎌
倉
期
に
旧
仏
教
が
圧
倒
的
な
力
を
保
持
し

て
い
た
乏
し
て
も
、
新
仏
教
が
膨
濤
と
し
て
興
る
こ
と
の
歴
史
的
意
味
を
過
少
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

凸
次
に
、
顕
密
体
制
論
と
は

一
定
の
距
離
を
置
き
な
が
ら
自
説
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
の
が
佐
々
木
馨

『
中
世
国
家
の
宗
教
構
造
』
で
あ

る
。
佐

々
木
氏
は
鎌
倉
仏
教
を
め
ぐ
る
議
論
を
、
鎌
倉
新
仏
教
研
究
に
お
け
る
三
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
し
て
宗
教
改
革
論

・
思
想
史
的
系

譜
論

・
社
会
的
基
盤
論
に
ま
と
め
、
大
隅
和
雄
氏
に
は
じ
ま
る
総
体
的
把
握
論
、
そ
し
て
黒
田
氏
の
顕
密
体
制
論
と
い
う
具
合
に
研
究
史

を
整
理
さ
れ
た
。
こ
の
研
究
史
の
整
理
は
大
変
良
く
で
き
た
も
の
で
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
本
書
は
、

サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に

「体
制
仏
教
と
体
制
外
仏
教
の
相
剋
」
と
あ
る
よ
う
に
、

従
来
の

「『
新

・
旧
』
や

『
正
統

・

異
端
』
概
念
を
ひ
と
ま
ず
離
れ
て
、

し
か
も
通
史
的
に
、

国
家
権
力
と
仏
教
界
を
通
観
で
き
る
の
は
、
『
体
制
』
概
念
を
お
い
て
ほ
か
に

な
い
」

乏
、
「体
制
」
概
念
を
導
入
し
て
中
世
仏
教
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
際
、
「体
制
」
「反
体
制
」
「超
体
制
」
と
い
う
三
元
構

造
で
考

え
、
さ
ら
に
そ
の

「体
制
」
も

「公
家
的
体
制
仏
教
」
と

「武
家
的
体
制
仏
教
」
と
い
う
具
合
に
か
な
り
緻
密
に
考
察
さ
れ
て
い

る
。し

か
し
疑
問
も
残
る
。

た
し
か
に

「体
制
」
概
念
の
方
が

「正
統

・
異
端
」
概
念
よ
り
適
切
だ
と
思
う
が
、

「体
制
」

の
対
概
念
が
問

題
で
あ
る
,
「反
体
制
」
も

「体
制
外
」
も
対
概
念
に
な
り
う
る
が
、

両
者
は
か
な
り
異
な
る
。

し
か
も

「体
制
外
」
と

「超
体
制
」
と

は
佐

々
木
氏
の
文
脈
か
ら
い
う
と
曖
昧
で
あ
る
。

そ
も
そ
庵

「超
体
制
」
な
る
概
念
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

氏
に
い
わ
せ
れ
ば
、
「超
体
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制
仏
教
」
者
と
は
、

「体
制
仏
教
」
と
は
あ
く
ま
で
も
無
縁
で
あ
り
続
け
、

そ
の
体
制

の
何
も

の
か
ら
も
と
ら
わ
れ
な

い
自
由

・
平
等
な

仏
教
者
な
い
し
は
仏
教
信
者
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
具
体
像
を
、
古
代
で
は
行
基
や
空
也
さ
ら
に
は
聖

・
沙
弥

・
仙
な
ど
と
彼
ら

の
事
跡
を
記
し
た

「往
生
伝
」
の
作
者
達
に
求
め
、
中
世
に
あ

っ
て
は
西
行

・
重
源

・
長
明

・
一
遍
ら
に
求
め
て
い
る
。
行
基
や
空
也
は

は
た
し
て

「体
制
仏
教
」
と
無
縁
で
あ
り
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
重
源
に
至

っ
て
は
そ
も
そ
も

「体
制
仏
教
」

と
無
縁
で
あ
ろ
う

か
。佐

々
木
氏
は

「超
体
制
仏
教
」
者

の
具
体
像
を
中
世
で
は
遁
世
聖
に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
遁
世
聖
は
は
た
し
て

「超
体

制
」
的
存
在
と
い
え
る
か
か
な
り
疑
問
と
い
え
よ
う
。
た
し
か
に
理
念
的
に
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
時
期
の
遁
世
聖
は
ま
さ
に

「超
体
制
」
的
仏
教
者
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
中
世
の
遁
世
聖
の
一
般
的
在
り
方
は
、

「体
制
」
か
ら
離
脱
し
た
も
の
の
、
決

し
て
無
縁
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、

「体
制
」
の
周
縁
部
の
存
在
と
し
て
勧
進
活
動
な
ど
に
携
わ
り
、

あ
る
意
味
で
は

「体
制
」
を
補
完

す
る
存
在
で
も
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
佐

々
木
氏
の
三
元
構
造
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
に
反
対
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

私
自
身
も
三
元
構
造
で
中
世
仏
教
を
捉
え
る
の
が
も

っ
と
も
現
実
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ま
ず
ひ
と

つ
は
佐
々
木
氏
の

い
う

「体
制
仏
教
」
で
あ
る
。
も

っ
と
も
こ
れ
は
、
「顕
密
体
制
」
「八
宗
体
制
」
「旧
仏
教
」
「既
成
教
団
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。
も
う
ひ

と

つ
は
、
そ
う
し
た

「体
制
」
か
ら
離
脱
は
し
た
が
い
ま
だ
そ
の
周
縁
部
に
い
る
遁
世
聖
た
ち
で
あ
る
。
こ
の
周
縁
部
が
い
わ
ゆ
る
別
所

で
あ

る
。
そ
し
て
最
後
の
ひ
と

つ
が
新
仏
教
で
あ
る
。
遁
世
聖
と
新
仏
教

の
間
に
は
時
間
軸
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と

い
う

の
は
、
新
仏
教
は
遁
世
聖
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次

に
検
討
し
た
い
の
が
松
尾
剛
次

『
鎌
倉
新
仏
教
の
成
立
』
で
あ
る
。
松
尾
氏
は
鎌
倉
仏
教
論
の
研
究
史
を
整
理
さ
れ
て
、
家
永

・
井

上
両
氏
に
代
表
さ
れ
る
鎌
倉
新
仏
教
論
を
通
説
A
、
顕
密
体
制
論
を
通
説
B
と
し
た
。
そ
し
て
通
説
A
に
対
し
て
は

「と
も
す
れ
ば
鎌
倉

時
代

に
成
立
し
現
在
も
続
い
て
い
る
教
団
を
新
仏
教
と
し
、
法
然

・
親
鶯

の
思
想
を
新
仏
教
の
典
型
と
し
て
、
新
仏
教

の
開
祖
た
ち
の
思

想

の
共
通
性
を
求
め
た
の
で
あ
り
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
続
々
と
興

っ
た
新
宗
教
運
動
全
体
を
分
析
し
た
上
で
鎌
倉
新
仏
教
の
指
標
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が
見

い
だ
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
、
通
説
B
に
対
し
て
は

「新
仏
教
で
あ
る
か
否
か
を
、
教
学
上

の
正
統
と
異
端
と
、
世
俗
権
力

に
よ

っ
て
正
統
と
さ
れ
る
か
異
端
と
さ
れ
る
か
、
と
い
う
次
元
を
異
に
す
る
二
つ
の
要
素
を
区
別
せ
ず
に
判
断
し
て
い
る
」
と
し
、
両
者

と
も

「祖
師
中
心
史
観
と
も
呼
べ
る
立
場
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
通
説
に
対
す
る
松
尾
氏
の
批
判
に
私
も
同
感
で
あ
る
。

そ
う
し
た
研
究
史

の
整
理
を
ふ
ま
え
松
尾
氏
は
、

「祖
師
の
思
想
で
は
な
く
て
、

古
代
以
来
の
伝
統
を
引
く
既
成
仏
教
僧
団
と
平
安
末

か
ら
鎌
倉
期
に
成
立
し
た
新
興
僧
団
と
が
作
り
だ
し
た
制
度
」
、

す
な
わ
ち

「得
度

・
授
戒
と
い
う
制
度
」
と

「祖
師

(絵
)
伝
と
い
う

神
話
」
に
着
目
し
、
中
世
に
お
け
る
僧
侶

の
在
り
方
を
官
僧
と
遁
世
僧
(ー
新
仏
教
)
の
二
元
構
造
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

し

た
が

っ
て
西
大
寺
流
律
宗
や
明
恵
な
ど
の
存
在
も
新
仏
教
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
私
も
ほ
ぼ
同
感
で
あ

る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
二
元
構
造
と
し
て
の
捉
え
方
に
は
同
感
で
き
な
い
。
氏
の
揚
合
は
遁
世
僧
が
そ
の
ま
ま
新
仏
教
で
あ
る
と

の
見
解
で
あ
る
が
、
私
の
場
合
は
遁
世
僧
の
な
か
か
ら
新
し
い
僧
団
あ
る
い
は
教
団
を
形
成
し
た
の
が
新
仏
教
で
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

さ
て
最
後
に
な

っ
た
が
、
末
木
文
美
士

『
日
本
仏
教
思
想
史
論
考
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
鎌
倉
仏
教
論
に
関
す
る
本
で
は
な
い

が
、
収
録
さ
れ
て
い
る

「鎌
倉
仏
教
研
究
を
め
ぐ

っ
て
」
が
参
考
に
な
る
。

末
木
氏
に
よ
れ
ば
、

「顕
密
体
制
論
以
後

、
ど
う
そ
れ
を
発

展
さ

せ
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
批
判
し
乗
越
え
る
か
が
、
あ
た
ら
し
い
世
代
の
共
通

の
課
題
と
な

っ
て
い
る
」
と
す
る
。

そ
し
て
平

・
佐

々

木

・
佐
藤

・
松
尾
各
氏
の
研
究
に
言
及
し
た
あ
と
、
共
通
す
る
疑
問
点
と
し
て
、
第

一
に
松
尾
氏
を
除
く
三
氏
が
国
家
と
仏
教
と
い
う
問

題
設
定
に
立
ち

「宗
教
本
来
の
中
核
と
な
る
思
想
を
正
面
に
据
え
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
」
こ
と
、
第
二
に

「
い
ず
れ
も
新
仏
教

(異
端

派
、
反
体
制
派
)11
善
玉
、
旧
仏
教

(正
統
派
、
体
制
派
)ー
悪
玉
と
い
う
共
通
の
価
値
評
価
に
立

っ
て
い
」
る
こ
と
、

の
二
点
を
挙
げ
ら

れ
て

い
る
。

と

こ
ろ
で
末
木
氏
の
主
張
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
要
す
る
に
宗
教
思
想
の
復
権
で
は
な
か
ろ
う
か
。
旧
仏
教
ー
悪
玉

論
に
関
し
て
、

旧
仏
教
に
体
制
護
持
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
が
あ
る
か
ら
そ
う
い
う
評
価
も
や
む
を
え
ぬ
が
、

「鎌
倉
仏
教
は
単
な
る
政

治
思
想
で
は
な
い
」
と
い
う
言
い
方
に
も
宗
教
思
想

の
復
権

の
意
図
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も

「以
上

の
よ
う
な
観
点
と
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別
に
、
仏
教
思
想
と
し
て
鎌
倉
仏
教
を
論
ず
る
方
向
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
自
問
し
て
本
覚
思
想
に
言
及
さ
れ
て

い
る
。
私
が
は
じ

め
に
末
木
氏
を
本
覚
思
想
か
ら
鎌
倉
仏
教
を
み
る
立
場
の
継
承
者
で
あ
ろ
う
と
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
か
ん
た
ん
で
は
な
い

よ
う
で
あ
る
。

末
木
氏
は
新

.
旧
と
い
っ
た
二
元
図
式
そ
の
も
の
を
解
体
す
べ
き
だ
と
い
う
。
ま
た
佐

々
木
氏

(私
も
同
類
)
の
三
元
図
式
も
図
式
化

に
よ
る
固
定
化
を
免
れ
な
い
と
し
、

新
仏
教

・
旧
仏
教
と
い
う
呼
称
も
あ
く
ま
で
便
宜
上
に
と
ど
め
、

「そ
れ
以
上

の
思
い
入
れ
を
こ
め

る
の
は
適
当
で
は
あ
る
ま
い
」
と
主
張
さ
れ
る
。

こ
の
主
張
の
背
景
に
は
、

「鎌
倉
新
仏
教
に
お
い
て
は
じ
め
て
民
衆

に
定
着
し
た
真

の

日
本

の
仏
教
が
確
立
す
る
と
さ
れ
」
た
か
ら
こ
そ

「鎌
倉
仏
教
だ
け
が
日
本
の
仏
教
史
の
中
で
特
別

な
位
置
付
け
を
持
」

っ
た
の
で
、

h
そ

の
常
識
が
崩
壊
し
た
以
上
、

鎌
倉
仏
教
だ
け
に
特
別
な
価
値
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
は
ず
」

と
の
思

い
が
あ
る
。

ま
た

「日
本
の
仏
教
思
想
の
根
底
は
平
安
期
に
築
か
れ
」

「鎌
倉
仏
教
は
そ
の
発
展
上
に
、
新
た
に
多
様
な
実
践
上
め
問
題
と
し
て
展
開
し
て

い
る
」
と
の
認
識
が
あ
る
。

、
こ
こ
に
も
思
想
の
過
大
評
価
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
た
し
か
に
安
直
な
図
式
化
や
過
大
な
思
い
入
れ
は
慎
ま
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
が
、
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
鎌
倉
仏
教
が
日
本
仏
教
史
に
お
い
て
特
別
な
位
置
を
占
め
る
と
い
う

「常
識
」
が
本
当
に
崩
壊
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
仮
に
日
本
の
仏
教
思
想
の
根
底
が
平
安
初
期
に
築
か
れ
た
と
し
て
も
、
…鎌
倉
仏
教
の
課
題
は
単
な
る
実
践
上
の
問

(
13

)

題
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
か

つ
て
大
野
達
之
助
氏
が

『
日
本
仏
教
思
想
史
』
を
書
か
れ
た
時
、
…鎌
倉
仏
教
の
記
述
で
欄
筆
さ
れ
た
。
そ
の
理

由
を
氏
は
、

「日
本
に
お
け
る
仏
教
思
想
の
発
展
は
鎌
倉
新
仏
教
が
終
結
で
あ

っ
て
、

そ
れ
以
後
は
教
団
発
展
の
分
野
に
属
す
る
と
考
え

た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
思
想
と
は
そ
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
末
木
氏
の
考
え
方
が
大
野
氏
の
そ
れ
に
通
じ
る
も
の

で
な
け
れ
ば
よ
い
が
。
因
み
に
大
野
氏
は
本
覚
思
想
か
ら
鎌
倉
仏
教
を
考
え
る
立
場

の
人
で
あ
る
。

以
上
、
最
近
の
鎌
倉
仏
教
論
を
め
ぐ
る
議
論
を
紹
介
し
、
若
干
の
検
討
を
試
み
る
な
か
で
私
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

そ
れ
を
ふ
ま
え
、
次
に
日
本
に
お
い
て
禅
宗
が
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
を
再
び
考
え
て
み
た
い
。
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前
書

に
お
い
て
、
私
は
禅
宗
を
も
含
む
鎌
倉
新
仏
教
の
成
立
に
つ
い
て
、
そ
の
大
枠

の
見
通
し
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
い
た
。

武
士

・
農
民
層

の
台
頭
は
律
令
国
家
体
制
を
崩
壊

へ
と
み
ち
び
い
た
が
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
古
代
的
教
権
に
も
当
然
の
ご
と
く
動
揺

を
与
え
た
。
教
団
内
部
で
は
、
そ
れ
は
下
級
僧
の
台
頭
と
し
て
現
わ
れ
た
。
下
級
僧
は
、
叡
山
で
い
え
ぼ
、
学
生

に
対
す
る
堂
衆
で

あ

る
。
彼
ら

の
台
頭
は
武
士

・
農
民
僧
の
台
頭
と
無
関
係
で
は
な
い
。
そ
し
て
古
代
的
教
権
の
動
揺
は
、
教
学
体
系
の
解
体
を
も
た

ら
し
た
。
教
学
体
系

の
解
体
を

=
言
で
い
え
ぼ
、
戒
定
慧
三
学
の
解
体
を
意
味
す
る
。
も

っ
と
も
、
す
で
に
平
安
時
代
の
各
宗
の
と

こ
ろ
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
実
体
と
し
て
は

〈
学
〉
に
携
わ
る
学
生

(学
侶
)
之

〈
行
〉
を
に
な
う
堂
衆

(禅
侶
)

へ
の
機
能
分
化

が
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
念
的
に
は
三
学
兼
備
が
要
求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
や

や
視
点
を
か
え
て
い
う
と
、
下
級
僧
侶
で
あ
る
堂
衆
の

〈
行
〉
を
吸
収
す
る
か
た
ち
で
、
学
生
の

〈学
〉
が
三
学
を
兼
備
す
る
タ
テ

マ
エ
を
と

っ
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
い
わ
ば
堂
衆
お
よ
び
彼
ら
の
行
ず
る

〈
行
〉
は
学
生
に
奉
仕
す
る
存
在
で
し
か
な
か

っ
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
武
士

・
農
民
層
の
台
頭
に
連
動
す
る
下
級
層
の
台
頭
は
、
自
ら
の

〈行
〉
の

〈
学
〉
か
ら
の
自
立
を
う
な
が
し

た
。

つ
ま
り

〈学
〉
の
栓
楷
か
ら
の
離
脱
で
あ
る
。
こ
れ
が
戒
定
慧
三
学

の
解
体

の
実
態
で
あ
る
。
戒
律
が
強
調
さ
れ
、
禅
定
が
独

り
立
ち
を
は
じ
め
た
。
こ
れ
を
歴
史
的
具
体
に
則
し
て
い
え
ぼ
、
禅
や
念
仏
の
専
修
化
の
現
象
で
あ
る
。
禅
も
念
仏
も
も
と
は

一
体

の
も

の
で
、
〈
行
〉

の
中
核
を
に
な

っ
て
い
た
。
持
経
者
に
よ
る
唱
題

・
読
経
も

〈
行
〉

の

一
角
を
占
め
て
い
た
。

こ
れ
ら
の

〈
行
〉

が
自
立

・
分
化
し
、
や
が
て
鎌
倉
新
仏
教

へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

長
い
引
用
で
恐
縮
で
あ
る
が
、

お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
見
通
し
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
〈行
〉
を
に
な
う
堂
衆

(禅
侶
)
は
、

既
成
教

団
の
な
か
に
あ

っ
て
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
武
士

・
農
民
層

の
台
頭
と
連
動
す
る
形
で
、
彼
ら
堂
衆

も
し
だ
い
に
教
団
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内
に
あ

っ
て
台
頭
の
気
運
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
が
、

一
方
で
相
変
わ
ら
ず
、
堂
衆
を
教
団
内
身
分
制
の
下
位
に
位
置
づ
け
続
け
よ
う
ど

す
る
力
が
働
く
。
院
政
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
、
叡
山
で
み
ら
れ
た
学
生
と
堂
衆
の
確
執
な
ど
は
、
そ
の
ひ
と

つ
の
現
れ
で
あ
る
。

そ
の
た
め
教
団
の
身
分
的
栓
楷
か
ら
自
由
に
な
ろ
う
と
し
て
教
団
を
離
れ
る
。
こ
れ
が
遁
世
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
遁
世
す
る
の
は
堂
衆
身

分
の
者
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
な
か
に
は
学
生
身
分
の
者
も
い
た
し
、
中
年
に
な

っ
て
か
ら

の

(
つ
ま
り
通
常

の
出
家

コ
ー
ス
で
な
い
)

出
家
も
遁
世
と
い
わ
れ
た
が
、
遁
世
者
の
多
く
は
堂
衆
身
分
の
者
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
遁
世
者

の
集
住
す

る
場
所
が
別
所
で
あ

っ
た
。

(14
)

別
所
に

つ
い
て
は
高
木
豊

「院
政
期
に
お
け
る
別
所
の
成
立
と
活
動
」
が
あ
る
。
高
木
氏
に
よ
れ
ば
、
別
所
は
空
閑
地

・
山
林
藪
沢

・

荊
棘

の
地

・
無
領
主
の
地

・
見
作
の
田
畠
な
き
地
な
ど
に
設
け
ら
れ
る
が
、
は
じ
め
特
定
区
域
の
占
定
が
な
さ
れ
、
そ
の
容
認
を

へ
て
、

土
地
開
発
そ
し
て
宗
教
的
開
発
が
な
さ
れ
る
。
宗
教
的
開
発
と
は
、
宗
教
施
設
の
建
設
と
自
行
化
他
の
活
動
を
意
味

す
る
。
そ
の
占
定

の

場
所
が
特
定
寺
院
内
の
場
合
は
院
号
を
称
し
、
別
個
の
土
地
の
場
合
は
寺
号
を
称
す
る
。
別
所
の
管
理

・
運
営
は
発
起
者
や
招
居

・
移
住

の
僧

に
よ

っ
て
な
さ
れ
、

師
資
な
い
し
は
血
縁
に
よ

っ
て
相
承
さ
れ
る
。

従
来
か
ら
い
わ
れ
て
き
た
、
「本
所

・
本
坊

二
対
ス
ル
ノ
称
」

(『考
信
録
』)
だ
け
で
は
お
お
い
き
れ
な
い
も
の
が
別
所
に
は
あ
る
。

そ
し
て
別
所
の
所
在
は
、
史
料
的
に
は
三
河

・
信
濃

・
越
前
等
以
西

に
限
ら
れ
る
。
ま
た
別
所
の
機
能
と
し
て
、
遁
世

・
隠
栖

・
終
焉
な
ど
の
た
め
の
離
山
者
居
住
の
場
で
あ
り
、
聖
が
寄
住
す
る
場
で
あ
り
、

ま
た
在
地
の
人
々
へ
の
教
化

・
結
縁
の
場
で
も
あ
る
。

高
木
氏
は
さ
ら
に
、
別
所
が
ほ
ぼ
院
政
期
か
ら
中
世
初
頭
に
か
け
て
、
そ
の
名
を
あ
ら
わ
し
な
が
ら
、
以
後
、
史
料
上
は
そ
の
姿
を
消

す
理
由
と
し
て
、
寺
院
内
別
所
は
子
院
化
し
、
本
寺
を
も
た
ぬ
別
所
は
別
所
の
名
を
は
ず
し
た
り
、
特
定
寺
院

の
末
寺
に
な

っ
た
り
す
る

た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
別
所
の
子
院
末
寺
化
の
傾
向
は
ま
た
、
院
政
期
に
集
中
的
に
表
出
し
た
聖
の
宗
教
活
動
の
、
そ
の
後
に

お
け
る
低
調
化
と
、
『
=
言
芳
談
』
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
聖
の
質
的
低
下
に
根
ざ
し
て
い
た
と
さ
れ
た
。

こ
の
高
木
氏
の
研
究
に
加
え
る
べ
き
何
も
の
も
な
い
が
、
聖
が
院
政
期
に
集
中
的
に
表
出
す
る
理
由
は
な
ぜ
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
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い
て
私
は
、
既
成
教
団
内
の
下
級
僧
侶

(堂
衆
)
の
台
頭

・
自
立
の
動
き
と
無
縁
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
高
木
氏
は
こ
の
論
文

で
、
別
所
な
い
し
は
聖
と
新
仏
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
私
は
別
所
な
い
し
は
別
所
的
な
所

に
い
る
聖
が
新
仏

教

の
母
体
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
別
所
的
と
い
う
語
を
使

っ
た
が
、
別
所
と
い
う
呼
称
は
な
く
て
も
聖
が
居
住

・

寄
住
す
る
場
を
別
所
的
な
所
と
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
別
所
な
い
し
別
所
的
な
所
を

一
緒
に
し
て
周
縁
部
と
す
る
。
こ
の
周
縁
部
は
既
成

教
団

の
外

(空
間
的
に
も
機
能
的
に
も
)
に
位
置
し
、
文
字
ど
お
り
周
縁
部
を
形
成
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
周
縁
部
を
活
動
の

拠
点

と
す
る
聖
は
、
既
成
教
団
か
ら
自
立
し
な
が
ら
、
あ
る
部
分
で
は
既
成
教
団
を
補
完
す
る
役
割
を
に
な
う
の
で
あ
る
。
勧
進
活
動
な

ど
に
よ

っ
て
既
成
教
団

の
伽
藍

の
再
興

・
修
復
な
ど
を
お
こ
な
う
、
そ
の
意
味
で
は
勧
進
聖
は
既
成
教
団
と
庶
民
と
を
結
縁
さ
せ
る
接
着

剤

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
が
補
完
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ

る
既
成
教
団
の
周
縁
部
は
他
の
既
成
教
団
の
周
縁
部
と
重
な
り
合
う
。
た
と
え
ば
多
武
峰
な
ど
は
そ
の
良
い
例
で
あ
ろ
う
。
も
と
も

と
多
武
峰
は
、
藤
原
鎌
足

の
墓
所
か
ら
展
開
し
た
た
め
興
福
寺
と
関
係
が
あ

っ
た
。
し
か
し
十
世
紀
中
葉
か
ら
天
台
宗

に
属
す
る
こ
と
に

な
り

、
し
ば
し
ば
叡
山
と
興
福
寺
の
係
争
の
場
と
な

っ
た
。
こ
れ
は
多
武
峰
が
、
叡
山
の
周
縁
部
で
あ
る
と
と
も
に
、
興
福
寺
の
周
縁
部

で
あ

る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
多
武
峰
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
周
縁
部
は
概
し
て
外
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
。
そ
の
周
縁
部
を
聖

た
ち

は
縦
横
に
活
躍
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
次
に
、
周
縁
部
を
闊
歩
す
る
聖
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
聖
に
つ
い
て
は
、
橋
川
正
氏
以
来
の
膨
大
な
研
究
蓄
積
が
あ
る
が
、

(15
)

こ
こ
は
大
隅
和
雄
氏
の

「聖
の
宗
教
活
動
」
の
問
題
整
理
に
従
お
う
。

大
隅
氏
は
ま
ず
、
聖
の
性
格
の
公
約
数
を
既
成
教
団
の
外
に
あ
る
宗
教
者
に
求
め
る
。
こ
こ
で

「既
成
教
団
の
外
」

の

「外
」
が
具
体

的
に
何
を
意
味
す
る
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の

「外
」
と
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
空
間
的
に
い
え
ば
既
成
教
団
の
周
縁
部

つ
ま
り
別
所

や
別
所
的
な
所
で
あ
る
。
ま
た
僧
侶
の
在
り
方
か
ら
い
え
ば
、
僧
侶
の
身
分
秩
序
体
系
か
ら

の
離
脱
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
重
出
家
の
遁
世

の
場
合
で
、
中
年
以
降
の
出
家
な
ど
は
最
初
か
ら
こ
の
身
分
秩
序
体
系
に
入
ら
な
い
。
こ
の
僧
侶
の
身
分
秩
序
体
系
の
外
と
い
う
こ
と
は
、
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僧
位

・
僧
官
と
無
縁
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
史
料
上
、
聖
は
聖

・
上
人

・
聖
人

・
法
師
な
ど
の
呼
称
で
出
て
く
る
。

そ
し
て
大
隅
氏
は
聖
の
系
譜
と
し
て
、
仏
教
以
前
あ
る
い
は
仏
教
以
外
の
信
仰
の
流
れ
を
受
け
継
ぐ
者
と
、
既
成
教
団
に
対
す
る
批
判

な
い
し
は
否
定
か
ら
体
制
外
に
去

っ
た
者

の
二
つ
を
考
え
ら
れ
、
聖
の
概
念
規
定
の
難
し
さ
は
、
発
生
史
的
に
多
種
多
様
で
ヒ
ジ
リ

・
聖

の
語

に
神
祇
信
仰

.
儒
教

.
仏
教
の
意
味
が
重
層
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
聖
に
関
す
る
研
究
傾
向
を
、
ω
鎌
倉
新
仏
教

の
起
源
を
聖
の
中
に
見
よ
う
と
す
る
立
場
、
②
聖
の
活
動
を
通
し
て
民
間
仏
教

・
民
間
宗
教
の
在
り
方
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
、
そ

し
て
㈲
律
令
体
制

・
国
家
仏
教
教
団
の
解
体
過
程
を
聖
の
活
動
の
中
に
見
よ
う
と
す
る
立
場
、
の
三

つ
に
整
理
さ
れ
た
。
大
隅
氏
は
㈲

の

立
場

で
、
私
は
と
い
う
と
ω
の
立
場
で
あ
る
。

大
隅
氏
の
い
わ
れ
る

「律
令
体
制

・
国
家
仏
教
教
団
の
解
体
過
程
」
は
、

「中
世
国
家
体
制

・
中
世
仏
教
体
制

の
成

立
過
程
」

で
も
あ

る
。
両
者
は

一
つ
の
歴
史
の
両
局
面
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
聖
の
活
動
を
ど
ち
ら
の
局
面
で
考
え
る
か
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
こ
乏
に

関
し
て
は
大
隅
氏
は
、
「聖
の
問
題
は
、

聖
が
存
在
し
て
活
動
し
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
に
重
ね
合
わ
せ
て
、

聖
の
存
在
を
記
録
し
は
じ

め
た
貴
族
層
の
意
識
の
変
化
の
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」

と
さ
れ
、

「往
生
伝
」
類
が
当
該
期
の
知
識
人

の
思
想
表
現
と

(16

)

し
て
読
み
と
る
べ
き
で
あ
る
と
提
言
さ
れ
て
い
る
。

「往
生
伝
」
類
が
そ
の
ま
ま
聖
の
実
態
記
録
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
研
究
状
況
を
考
え
る
と
き
、
氏
の
指
摘
は
大
変
重
要
で
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
だ
か
ら
と
い

っ
て
、

「往
生
伝
」
類
が

「知
識
人
の
思
想
表
現
」
と
だ
け
み
る
の
で
は
、

や
は
り

一
面
的
に
な

る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
氏
の
言
葉
で
い
え
ば
、

「貴
族
層
の
意
識
の
変
化
の
問
題
で
も
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
し
か
に
知
識
人

の

フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
さ
な
い
と
聖
は
な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
が
、
し
か
し
聖
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
体
制
外

の
聖
ま
で
視
野
が
拡
が

っ
た
と
い
う
知
識
人
の
意
識

の
変
化
は
そ
れ
自
体
重
要
で
あ
る
が
、
聖
の
存
在
そ
の
も
の
も
知
識
人
の
意
識

の
変
化
と
関
係
な
く
重
要
で

あ
る
。

-
問
題
は
、
大
隅
氏
が
新
仏
教
成
立
の
背
景
と
し
て
、
律
令
的
価
値
体
系
の
解
体
に
と
も
な
う
貴
族
知
識
人
層

の
意
識

の
変
化
を
想
定
さ
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れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
氏
は
、

新
仏
教

の
成
立
を

「律
令
体
制

・
国
家
仏
教
教
団

の
解
体
過
程
」

の
局
面
に
見
る
こ
と

に
な
る
。

し
か
し
私
は
、
新
仏
教
の
成
立
を
聖
た
ち
を
膨
溝
と
し
て
輩
出
す
る
時
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
、
換
言
す
れ
ば
、
「中
世
国
家
体

制

・
中
世
仏
教
体
制
の
成
立
過
程
」
の
局
面
に
見
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
聖
が
そ
の
ま
ま
新
仏
教

の
担

い
手
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
が
松
尾
剛
次
氏
と
違
う
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
聖
た
ち
の
な
か
の
一

部
の
人

々
が
新
仏
教

の
担
い
手
に
な

っ
て
い
く
も
の
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
鎌
倉
新
仏
教
と
い
わ
れ
て
い
る
六
宗
、
す
な
わ
ち
浄
土
宗

・
臨
済
宗

・
浄
土
真
宗

(真
宗
)
・
曹
洞
宗

・
日
蓮
宗

・
時
宗
だ

け
が
新
仏
教
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
膨
済
と
輩
出
し
た
聖
た
ち
、
そ
の
聖
た
ち
の
中
か
ら
教
団
化

・
宗

派
化
を
め
ざ
し
た

一
群
の
人
々
が
い
た
。
そ
れ
が
新
仏
教
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
上
記
の
六
宗
は
た
ま
た
ま
後
世
に
伝
え
ら
れ
、
そ

し
て
現
に
教
団
と
し
て
存
在
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
新
仏
教
が
誕
生
し
た
こ
と
と
、
そ
の
中
の

一
部
が
後
世
ま
で
伝
え
ら
れ
、
そ
し
て

現
に
教
団
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。

前
書

に
お
い
て
は
、
そ
の
点
が
ま
だ
曖
昧
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ぼ
明
恵
の
位
置
づ
け
な
ど
は
不
徹
底
で
あ

っ
た
と
思
う
。
前
書
の

「第

六

鎌
倉
新
仏
教
成
立
の
歴
史
的
意
義
」
の

「四

鎌
倉
仏
教
と
神
祇
」
で
、
明
恵
を

「
旧
仏
教
を
代
表
す
る
よ
う
な
僧
」
な
ど
と
い
い
、

次
の

「第
七

鎌
倉
時
代
初
期
に
お
け
る
禅
の
伝
法
」
の

「三

明
恵
と
禅
」
で
は

「旧
仏
教
に
属
す
る
人
物
」
と
し
な
が
ら
も
、

「だ

が
彼

の
存
在
は
、
単
に

『
旧
仏
教
』
華
厳
宗
の
枠
内
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
片
足
を

『
旧
仏
教
』
に
置
き
、
も
う

一
方
の
足
を

『
新
仏
教
』
に
置
く
」

と
い
う
曖
昧
な
言
い
方
を
し
て
い
る
。

そ
の
微
妙
な
変
化
は
、

前
の
文
章
が
以
前
に
書
い
た

「鎌
倉
仏
教
と
神

(
17
)

祇
」
と

い
う
小
論
を
踏
襲
し
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
少
し
ず

つ
私
の
考
え
が
変
わ

っ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
現
在
は
、
明
恵
を
新

仏
教

の

一
角
を
担
う
人
物
と
考
え
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
六
宗
の
宗
祖
が
遁
世
し
た
聖
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
こ
こ
で
改
め
て
述
べ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
六
宗
の
宗
祖
は
い
ず
れ
も
黒

衣
僧
で
、
聖
人

・
上
人

・
聖
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
禅
宗
に
限

っ
て
そ
の
具
体
相
を
窺

っ
て
み
よ
う
。

、

・

β
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ま
ず
は
達
磨
宗
の
大
旦
房
能
忍
で
あ
る
。

私
は
前
書
に
お
い
て
、
能
忍
を
京
都
東
山
の
別
所
聖
で
は
な
い
か
と
述

ぺ
た
。
「能
忍
は
か

つ
て

『
在
京
上
人
能
忍
』
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
京
都
に
い
た
こ
と
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
東
山
あ
た
り
の
別
所
で
あ

ろ
う
。
能
忍
が
建
立

し
た
摂
津
中
島
三
宝
寺
も
叡
山
の
別
所
的
存
在
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
三
宝
寺
が
五
大
院
安
然

の
著
書
を
伝
え
て

い
た
こ
と
が

『
渓
嵐

拾
葉
集
』
巻
五
七
で
知
ら
れ
る
。
も

っ
と
も
こ
れ
だ
け
で
は
、
三
宝
寺
が
叡
山
の
影
響
下
に
あ

っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、
能
忍
派
下

つ
ま

り
達
磨
宗
僧
侶
の
行
動
様
式
を
み
る
な
ら
ば
、、
そ
れ
も
肯
け
よ
う
」
と
し
、
弟
子
の
覚
曇
が
多
武
峰
に
移
る
以
前
は
京
都
東
山
に
い
た
こ

と
、
東
山

一
帯
が
青
蓮
院
門
跡
の
所
轄
で
あ

っ
た
こ
と
、
多
武
峰
が
叡
山
末
の
無
動
寺
別
院
で
あ

っ
た
こ
と
、
覚
曇

の
弟
子
で
あ

っ
た
懐

弊
が
叡
山
を
離
れ
多
武
峰
の
覚
曇
に
参
じ
た
こ
と
、
な
ど
の
理
由
を
述
べ
た
。

・

そ
の
後

『
聖
光
上
人
伝
』
を
読
ん
で
い
て
、
前
に
は
気
づ
か
な
か

っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
記
し
て
お
き
た

い
。
弁
長

(聖
光

上
人
)
は
十
四
歳
で
出
家
し
、
二
十
二
歳
で
叡
山

へ
、
そ
し
て
二
十
九
歳

の
と
き
郷
里
に
戻
る
。
三
十
二
歳
の
と
き

に
弟
を
亡
く
し
、
無

常
観

か
ら
念
仏
聖
と
な

っ
て
、
そ
の
後
は
勧
進
活
動
に
励
む
。
三
十
六
歳

の
と
き
、
寺
に
収
め
る
べ
き
本
尊
を
求
め
て
上
京
、
か

つ
て
の

師
証
真
が
誉
め
て
い
た
法
然
を
東
山
の
禅
室
に
訪
ね
た
。
以
来
、
法
然

の
も
と
で
修
行
に
励
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
あ
る
日
、
能
忍

の
禅
室
を
訪
ね
、
問
答
数
番
、
能
忍
を
し
て

「閉

口
結
舌
」
せ
し
め
た
。
そ
の
記
事
の
あ
と
に
、
四
十
三
歳
で
東
山

の
学
窓
を
離
れ
、
故

郷
の
鎮
西
に
帰

っ
た
と
あ
る
。

つ
ま
り
弁
長
は
三
十
六
歳
か
ら
四
十
三
歳
ま
で
東
山
の
法
然
の
も
と
に
お
り
、
そ
の
間
に
能
忍
の
禅
室
を

訪
ね

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
能
忍
の
禅
室
は
京
都
そ
れ
も
東
山
に
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。

東
虫

帯
は
・

亨

は
良
源
が
堂
舎
を
建
立
し
・

+
三
世
紀
初
頭
に
は
青
蓮
院
門
跡
が
所
轄
し
て
い
た
ら
し
輪
)

前
書
に
お
い
て
も

「法
然
が
東
山
に
隠
棲
し
た
の
も
青
蓮
院
門
跡
で
あ
る
慈
円
と

の
か
か
わ
り
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
い
た
が
、
慈
円
あ
る
い
は
そ

の
兄

の
九
条
兼
実
と
の
関
係
が
隠
棲
以
前
に
あ

っ
た
か
確
認
で
き
な
い
。
慈
円
や
兼
実
と
の
関
係
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
東
山

一
帯
が

叡
山
系
の
別
所
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
天
台
系
の
遁
世
聖
の
集
住
す
る
場
で
あ

っ
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
う
。

こ
こ
に
法
然
や
能

忍
の
よ
う
に
禅
室
が
構
え
ら
れ
、
そ
こ
を
聖
た
ち
が
行
き
交

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。



日本禅宗成立論続考77

次

に
栄
西
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
栄
西
は
は
た
し
て
、
記
述
の
ご
と
く
、
遁
世
聖
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
第

一
回
目
の
入
宋
時
は

天
台
僧
と
し
て
終
止
し
て
い
る
の
で
、

栄
西
は
こ
の
段
階
で
は
遁
世
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

帰
国
し
た
栄
西
は
、

将
来
し
た
天
台

宗
関
係
の
新
章
疏
三
十
余
部
六
十
巻
を
座
主
明
雲
に
贈
り
、
明
雲
よ
り
入
宋
の
労
を
ね
ぎ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第

】
回
目
の
入

宋
の
目
的
は
天
台
聖
教
類
の
将
来
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
第
二
回
目
の
入
宋
は
微
妙
に
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
入
宋

の
目
的
が
渡
天
竺

で
あ

っ
た
こ
と
が
、
ま
ず
問
題
で
あ
る
。

五
来
重
氏
は
聖
の
特
性
と
し
て
、

遊
行
性

(回
国
性
)
・
隠
遁
性

・
苦
行
性

・
呪
術
性

・
世
俗

(
19
)

性

.
集
団
性

.
勧
進
性

.
唱
導
性
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
渡
天
竺
は
遊
行
の
延
長
線
上
の
行
為
で
は
な
か

っ
た
か
。
帰
国
後
も
叡
山
に

戻
ら
ず
、
九
州
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
。

栄
西
は
結
果
的
に
は
、
こ
の
二
度
目
の
入
宋
で
禅

の
伝
法
を
し
、
後
の
人

々
か
ら
あ
た
か
も
日
本
に
お
け
る
禅
宗
の
祖

の
よ
う
に
み
ら

れ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
鎌
倉
期
に
は
多
く
の
禅
僧
が
入
宋
し
、
ま
た
中
国
禅
僧
の
来
日
が
相
次
ぎ
、
禅
宗
を
中
心
に
日
宋
間
の
交
流

が
活
発
化
し
た
と
み
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
す
で
に
院
政
期
に
は
、
日
宋
間

の
交
流
は
か
な
り
活
発
に
な

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
清

盛
政
権
が
日
宋
貿
易
に
熱
心
で
あ

っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
か
ら
聖
た
ち
の
入
宋
が
か
り
盛
ん
に
な

っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
日
円
と
い
う
遁
世
僧
の
行
動
を
み
て
み
よ
う
。

沙
門
日
円
は
、
も
と
天
台
の
学
徒
な
り
き
。
後
に
は
菩
提
心
を
発
し
て
、
身
を
厳
き
谷
に
隠
せ
り
。
金
峰
山
の
三

の
石
窟
に
住
し
、

長
く
米
穀
を
断
ち
て
、
殆
に
神
仙
に
似
た
り
。
後
に
は
美
作
国
真
嶋
山
に
移
住
せ
り
。
当
国
隣
国
の
欽
仰
す
る
こ
と
仏

の
ご
と
し
。

清
涼
山
を
礼
せ
む
が
た
め
に
、
大
宋
の
商
船
に
附
き
て
渡
海
す
。
後
に
か
の
朝
の
天
台
山
国
清
寺
に
お
い
て
入
滅
す
と
聞
け
り
。
臨

(
20
)

終
の
相
、
往
生
疑
ひ
な
し
。

日
円
は
天
台
宗
の
学
徒
と
あ
る
か
ら
、
学
生
身
分
で
あ

っ
た
。
し
か
し
発
心
を
機
に
遁
世
す
る
。
そ
の
後
は
山
に
こ
も
り
殻
断
な
ど
の

苦
行
を
し
て
い
る
。
こ
の
苦
行
性
は
聖
の
特
性
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
中
国
の
清
涼
山
を
礼
す
た
め
に
入
宋
し
、
そ
の
ま
ま
彼

の
地

で
果
て
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

「礼
す
」
と
あ
る
の
に
注
目
し
た
い
。

つ
ま
り
入
宋
の
目
的
は
巡
礼
に
あ

っ
た
。
栄
西

の
二
度
目
の
入
宋
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も
天
竺

へ
の
巡
礼
で
あ

っ
た
。
栄
西
は
こ
の
入
宋
以
前
に
遁
世
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
栄
西
の
あ
と
の
入
宋
は
、
聖
の
巡

礼
で
あ

っ
た
。
も
う
ひ
と
り
紹
介
し
よ
う
。

大
江
定
基

(寂
照
)
は
三
河
守
在
任
中
、
妻
に
死
な
れ
た
の
を
機
に
発
心
、
東
山
如
意
輪
寺

の
寂
心
を
師
と
し
出
家
す
る
。
寂
心
は
俗

名
慶
滋
保
胤
、
す
な
わ
ち

『
日
本
往
生
極
楽
記
』
の
著
者
で
あ
る
。
そ
し
て
、

寂
心
遷
化

の
後
、
長
徳
年
中
に
状
を
修
し
、
本
願
に
依
り
て
大
宋
国
の
清
涼
山
を
拝
す
べ
き
の
由
を
申
し
て
、
幸

に
可
許
を
被
り
て
、

既
に
も
て
渡
海
せ
り
。
…
…
こ
こ
に
寂
照
の
鉢
、
飛
び
て
仏
堂
を
饒
る
こ
と
三
匝
し
て
、
斎
食
を
受
け
て
来
れ
り
。
異
国
の
人
、
悉

く
に
感
涙
を
垂
れ
て
、
み
な
曰
く
、
日
本
国
は
人
を
知
ら
ず
、
喬
然
を
し
て
渡
海
せ
し
め
し
は
、
人
な
き
を
表
す

に
似
た
り
。
寂
照

(
21
)

を
し
て
宋
に
入
ら
し
め
た
る
は
、
人
を
惜
し
ま
ざ
る
に
似
た
り
、
云
々
と
い
へ
り
。
…
…

と
あ
る
。
寂
照
も
そ
の
師
の
寂
心
も
中
年
以
降
の
出
家
で
あ
り
、
は
じ
め
か
ら
僧
位
僧
官
と
無
縁
な
聖
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
彼
ら
が
住

し
た
東
山
は
叡
山
系
の
別
所
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
寂
照
は
日
円
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
、
清
涼
山
を
拝
す
た
め
入
宋
す
る
。
ま
さ
に
巡
礼
と

し
て

の
入
宋
で
あ
る
。
中
国
人
に
よ
る
衡
然
と
寂
照
と
の
比
較
論
も
面
白
い
。
こ
の
よ
う
に
、
聖
に
よ
る
巡
礼

・
…遊
行

の
延
長
線
上
の
入

宋
が
、
来
た
る
べ
き
鎌
倉
期
の
禅
僧
の
入
宋

へ
と
連
続
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

栄
西
は
僧
位

・
僧
官
と
無
縁
で
は
な
い
。

「願
文
」
に

「倭
漢
斗
藪
沙
門
賜
紫
阿
閣
梨
伝
燈
大
法
師
栄
西
」
と
自
ら

の
こ

と
を

い
噂

稽

正
に
任
ぜ
ら
れ
・
大
師
号
ま
で
望
ん
で
果
た
せ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
・
と
て
も
遁
世
聖
な
ど
と
は

い
え
な
い
感
じ
で

あ

る
。

し

か

し

栄

西

は

紛

れ

も

な

く
遁

世

聖

で
あ

る
。

そ

れ

は
無

住

が

『
沙

石

集

』

で

「
遁

世

ノ
身

ナ

ガ

ラ
、
僧

正

ニ
ナ
ラ

レ

ケ

ル

ニ
、

遁

世

ノ
人

ヲ
バ

非

人

ト
テ

、

ユ
イ

カ

イ

ナ
キ
事

二
、
名

僧

思

ア

ヒ

タ

ル
事

ヲ
、

仏

法

ノ
為

無

利

益

思

給

テ
、
名

聞

ニ

ハ
非

ズ

、
遁

世

門

ノ

光

ヲ

ケ

タ

ジ

ト
也

」

と

語

っ
て

い

る

と

お

り

で
あ

る
。

こ

の

一
文

は

遁

世

聖

が

元

来

、

僧

位

・
僧
官

と
無

縁

で
あ

る

こ

と
を

物

語

っ
て

い

る
。

栄

西

は

あ

く

ま

で

例

外

で
あ

る
。

だ

か
ら

こ

そ

、
栄

西

へ
の
風

当

た

り

が

強

か

っ
た
。

そ

し

て

上
記

の
ご

と
く

、
無

住

が
言

い
訳

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ
た

の
で
あ

る
。

重

源

も

遁

世

聖

だ

か

ら

無

位

で

あ

っ
た

が

、

東

大
寺

再
建

の
功

に

よ

り

、
大

和

尚

と

な

っ
た

。



(
32
)

す
で
に
七
十
五
歳
で
あ

っ
た
が
、
重
源
は
そ
れ
が
お
気
に
入
り
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
も
例
外
で
あ
る
。

ま
だ
ま
だ
考
え
る
べ
き
こ
と
が
多
い
が
、
紙
数
も
時
間
も
余
裕
が
な
く
な

っ
た
。
何
と
も
ま
と
ま
り
の
な
い
も
の
に
な

っ
て
し
ま

っ
た

が
、
近
年
の
鎌
倉
仏
教
論
の
盛
況
に
刺
激
さ
れ
、
そ
こ
で
の
問
題
を
私
な
り
に
受
け
止
め
、
禅
宗
成
立
の
問
題
を
め
ぐ

る
周
辺
を
再
び
考

え
て

み
よ
う
と
し
た
次
第
で
あ
る
。
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(
1
)

船

岡
誠

『
日
本
禅
宗

の
成
立
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
二
年
。

(2
)

原
勝
朗

「
東

西
の
宗
教
改
革
」

(『
芸
文
』

二
の
七
、
明
治

四
十

四
年

七
月

。

の
ち

『
日
本
中
世
史

の
研
究
』

〔
同
文
館

、

昭
和
四

年

〕
所
収
)
。

松
本
彦
次
郎

「
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
宗
教
改
革

の

諸

問
題
」

(『
史
学
雑
誌
』

三
五
の

=

一～

三
八

の

一
、
大
正
十
三

年

十

二
月
～
昭
和

二
年

一
月
。

の
ち

『
日
本
文
化
史

論
』

〔
河
出

書
房

、
昭
和
十

七
年
〕
所
収
)

(
3
)

永
田
広
志

「
鎌
倉
時
代

に
お
け

る
新
宗
教

の
特
質
」

(『
日
本
封

建

制
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
』
昭
和
十

三
年
。
再
刊
は
法
政
大
学
出
版
会

、

昭
和

四
十

三
年
)
。

石
母

田
正

『
中
世
的
世
界

の
形
成
』

昭
和
十

九
年

、
再
刊
は
法
政
大
学
出
版
会
、
昭
和
三
十

二
年
。

(4
)

中
村
元

『
比
較
思
想
論
』
岩
波
書
店
、
昭
和

三
十

五
年
。
大
隅

和
雄

「
中
世
思
想
論

…
…
神
秘
主
義
を
中
心
と
し
た
序
説
…
…
」

(
『
中
世
の
窓
』
九

・
十
、
昭
和

三
十

六
年

二
二
十
七
年
)

(
5
)

家
永
三
郎

「
道

元
の
宗
教

の
歴
史
的
性
格
」

(『
中
世
仏
教
思
想

史

研
究
』
法
蔵
館
、
昭
和

二
十

二
年
)

(6
)

井

上
光
貞

『
日
本
古
代

の
国
家
と
仏
教
』
岩
波
書
店
、
昭
和
四

十
六
年
。

(
7
)

橋
川
正

『
総
合
日
本
仏

教
史

』
目
黒
書
店
、
昭
和
七
年
。

(
8
)

堀

一
郎

『
わ
が
国
民
間
信
仰
史

の
研
究

(
二
)
』
東
京
創
元
社
、

昭
和

二
十

八
年
。

五
来
重

『
高
野
聖
』
角
川
書
店
、
昭
和

五
十
年
。

(
9
)

島
地
大
等

「
日
本
古
天
台
研
究

の
必
要

を
論
ず
」

(『
思
想
』

六

十
、

大
正
十

五
年
十
月
)
。

硲
慈

弘

『
日
本
仏
教

の
開
展

と
そ

の

基
調

(上
)
…
…

日
本
天
台
と
鎌
倉
仏

教
…
…
』

三
省
堂
、
昭
和

二
十

三
年
。

田
村
芳
朗

『
鎌
倉
新
仏
教

の
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、

昭
和

四
十
年
。

(
10
)

佐
藤
弘
夫

『
日
本
中
世

の
国
家
と
仏

教
』
吉
川

弘
文
館
、
昭
和

六
十

二
年
。
佐

々
木
馨

『
中
世
国
家

の
宗
教
構

造
』
吉

川
弘
文
館
、

昭
和

六
十

三
年
。
松
尾
剛
次

『
鎌
倉
新
仏
教

の
成

立
』
吉

川
弘
文

館
、

昭
和

六
十

三
年
。
平
雅
行

『
日
本
中
世

の
社
会

と
仏
教
』
塙

書
房
、
平
成

四
年
。
末
木
文
美
士

『
日
本
仏
教
思
想
史
論
考
』

大

蔵
出
版
、
平
成

五
年
。

(11
)

小
林
剛

『
俊
乗
房
重
源

の
研
究
』
有
隣
堂
、
昭
和
四
十
六
年

、

改
版

は
昭
和

五
十

五
年
。

(12
)

大
橋

俊
雄

『
踊

り
念
仏
』
大
蔵
出
版
、

昭
和
四
十
九
年

。

『
一

向
上
人
伝
』

一
向
寺
、
平
成
元
年
。
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(
13
)

大
野
達
之
助

『
日
本
仏
教
思
想
史
』
吉
川
弘
文
館

、
昭
和

四
十

八
年
。

(
14
)

高
木
豊

『
平

安
時
代
法
華
仏
教
史
研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
昭
和

四
十
八
年

。

(
15
)

日
本
宗
教
史

研
究
会
編

『
日
本
宗
教
史
研
究
』

一
、
法
蔵
館
、

昭
和
四
十

二
年

。

(
16
)

大
隅
和
雄

「
古
代
末
期
に
お
け
る
価
値
観

の
変
動
」

(『
北
海
道

大
学
文
学
部
紀
要
』

一
六

の

一
、

昭
和

四
十
三
年
)

(
17
)

船
岡
誠

「
鎌
倉
仏
教
と
神
祇
」

(
池
田
英

俊

・
大
浜
徹

也

・
圭

室
文
雄
編

『
日
本
人

の
宗
教

の
歩
み
』
大

学
教
育
社
、
昭
和

五
十

六
年
)

(
18
)

石
田
善
人

「
浄
土

と
禅
」

(『
京
都

の
歴
史
』

二
、
学
芸
書
林

、

昭
和
四
十
六
年
)

(
19
)

五
来
前
掲
書
。

(20
)

『
続
本
朝
往

生
伝
』
三
〇

(
日
本
思
想
体
系

『
往
生
伝

法
華

験
記
』
岩
波
書
店

、
昭
和

四
十
九
年
)

(21
)

同
右
、
三
三
。

(
22
)

『
鎌
倉
遺
文
』
三
巻
、

一
四
四
七
号
。

(
23
)

小
林
前
掲
書
。


