
馨
宗
勃
興
期
に
於
σ
る
近
代
的
諸
要
素

小

笠

原

秀

實

第

一
、
歴

史

性

(

關
)

歴
史
的
憂
蓬
が
如
何
な

る
原
則

に
依

つ
て
決
定
さ
れ
る
か

に
關
し
て
、
多
く
の
歴
史
観
が
成
立
し
て
ゐ
る
。
そ
れ

ら

の
歴
史
観
中
に
は
殆
ん
ど
相
容
れ
な

い
性
質

の
も
の
さ

へ
も
封

立
し
て
ゐ
る
。

こ
の
こ
と
に
關
す
る
原
則
的
考
究

は
別

の
場
合

に
譲
ら
る
べ
き
で
あ
る
Q

こ
、
で
は
軍
純
に
歴
臭
と
は
人
間

の
歴
臭

で
あ
り
、
人
間
は
輩

に
物
膿

で
は

な

く
、
意
識
的
存
在
者
で
あ
る
こ
と
よ
り
し
て
、
人
問
意
識

の
推
遷

で
あ
る
こ
と
を
基
本
と
す

べ
き
で
あ
る
。
即
ち

歴
史
的
礎
遷
は
物
理
學
的
運
動
で
は
な
く
、
人
問
意
識
、
就
中
、
意
欲
の
要
求
を
基
礎
と
す
る
動
き
で
あ
る
こ
と
を

承
認

さ
れ
る
な
ら
ば
充
分

で
あ

る
。

(
二
)

す
べ
て
意
欲
の
要
求
は
満
さ
れ
る
場
合
と
、
満

さ
れ
な

い
場
合
と

に
置
溺
さ
れ
る
。
個
人
と
し
て
も
、
集
團
と
し

て
も
、
抵
抗
な
し
に
要
求

の
満

さ
れ
る
揚
合

は
ぢ

さ
程
の
問
題
を
醸
さ
な

い
。
然
し
満
さ
れ
ざ
る
場
合
、
そ
こ
に
抵

輝
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
酌
諸
要
素

(
,
)



源
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
二
)

抗
が
域
ぜ
ら
れ
、
反
省
と
認
識
と
が
強
要
さ
れ
る
。
か
く
し
て
制
約
的
な
る
も
の
、
條
件
的
な
ろ
も

の
が
、
外

の
も

の
と
し

て
、
意
の
ま

、
に
な
ら
ぬ
も

の
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
認
識

一
般
は
こ
の
外
境
的
な
も
の
に
關
係
す
る
。

か
く
て
こ

～
に
歴
更
學
の
傳
統
的
問
題
で
あ
る
、
外
境
が
意
識

を
決
定
す
る
か
、
意
識
が
外
境
を
決
定
す
る
か
の

疑
問
が
提
示
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

こ
の
問
題
は
相
互
的

で
あ

る
。
あ
る
場
合
に
は
、
外
境

の
制
約
に
依

つ
て
精
紳
が
規
定
さ
れ
る
。
帥
ち
境
が
心
を

移
す
。
然
し
叉
他

の
場
合

に
於

て
は
、
意
欲
は
そ
れ
の
要
求
に
依

つ
て
外
境
を
改
め
る
。
帥
ち
心
が
境
を
更

へ
る
。

心
が
境
を
愛

へ
る
の
に
ご
つ
の
場
合
が
あ
る
。

一
つ
は
境
そ
の
も
の
は
愛
は
ら
な
い
が
、
心
が
境
を
受
用
せ
る
様

相
が
憂

へ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
境

の
圭
観
的
愛
更
で
あ
る
。
心
頭
を
滅
却

し
て
猛
火
を
清
原
風
と
憂

へ
る
の
で
あ

る
。

も
う

一
つ
は
心
の
所
願
に
從

つ
て
境
そ
の
も
の
を
鍵

へ
る
の
で
あ
る
。
寒
來

つ
て
燈
を
燃
き
、
暑
到

つ
て
外
衣
を
醗

ぐ
の
類
で
あ

る
つ

塞
來

つ
て
櫨

の
燃
け
る
場
合
は
問
題

で
な

い
。
所
願
圓
成
だ
か
ら

で
あ
る
。
寒
來
る
も
燈
の
燃
け
な

い
場
合

は
何

う
な

る
か
。
こ
の
揚
合
、
境
に
依

つ
て
心
が
鍵

へ
ら
れ
る
。
こ
の
墾
り
方
は
叉
二
種
を
匝
別
す

る
こ
と
が
出
來
る
。

櫨
な

く
と
も
寒

に
堪
え
得
ら
る
㌧
意
識
的
叉
無
意
識
適
鷹
が
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
櫨

の
燃
か
れ
る
方
途

を
案
出
す

る
こ
と
、
こ
、
に
外
境
理
法
探
究

の
關
心
が
生
れ
、
特

に
客
観
的

に
妥
當
な
認
識
が
要
求
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
意
識
的
推
移
の
圖
式
的
原
型
で
あ
る
が
、
歴
史
も
亦

こ
の
原
型
に
依

つ
て
動
く
。
少
く
と
も
こ
の
原
型



を
把
握
す

る
こ
と
が
、
複
雑
極
ま
る

、
歴
史
的
現
象
を
整
理
し
了
解
す
る
こ
と
に
愈

つ
て
、
甚
だ
多
く
方
法
的
便
宜

一

を
與

へ
る
。

(
三
)

か
く
て
歴
史
は
集
團
の
所
願
圓
成
の
爲

に
動
く
。
こ
の
傾
向
に
役
立
つ
と
思
は
れ
た
認
識

は
探
用
さ
れ
、
さ
う
で

、

な

い
も

の
は
離
却

さ

れ
る
。

「
役

立

つ
と
思

は
れ

る

こ
と
」

と
、

「
役

立

つ
」

と

云

ふ
こ
と

～
は

自
ら

別
で
あ

る
。

「
役

立

つ
と

思
は

れ
」

な

が

ら
、
「
役

立
た

ぬ
」

こ
と

も
あ

る
。

又

「
役

立

つ
」

も

の
が

「
役

立
た

ぬ
と
思

は

れ

る
」

こ

と
も
あ

る
。

こ

、
に
歴
史

と
し

て
の
錯

誤
性

と

云
は

う

よ
り
も

、
認
識

一
般

の
錯

誤
性

が

あ

る
。

認
識

に
錯

誤
が

ゆ

あ
る
か
ら
と
云

つ
て
剣
断
中
止
を
企
圖
し
了
る
こ
と
も
出
來
な

い
。
そ
こ
は
認
識
能
力
で
な
け
れ
ば
達
成
し
得
な
い

領
域
が
あ

る
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
は
屡
蹟
く
こ
と
が
あ

る
か
ら
と

云
つ
て
、
足
を
切

つ
て
了

ふ
や
う
な
も
の
で
あ
る
。

蹟
き
な

が
ら

で
も
歩
ん
で
行
か
れ
る
の
は
足
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
好
ん
で
蹟
か
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
は

な
い
。
纒
路
を
顧
み
れ
ば
、
殆
ん
ど
蹟
か
ん
が
爲

に
歩

い
て
ゐ
る
と
さ

へ
思
は
れ
る
難
路

で
さ

へ
も
、
蹟

か
ざ
ら
ん

が
爲

に
多
大

の
注
意
と
努
力
を
彿

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
回
顧
に
於
て
、
歴
史
も
亦
難
中

至
難
路
の
威
さ

へ
も
あ
る

時
代
を
提
示
す
る
。
然
し
人
間
は
恐
ら
く
時
代

の
最
善
を
撰
び
進
ん
だ
で
あ
ら
う
。
錯
誤

一
般
は
す

べ
て
智
目
行
足

の
弱
さ
に
起
因
す
る
。

、

第
二
、
宗
派
盛
衰

の
原
則

藤
宗
勃
興
期
に
於
げ
る
近
代
的
諸
要
素

(
三
)

3



暉
宗
勃

興
期

に
於
け

る
近
代

的
諸
要
素

(
四
)

(

螺
)

灘
宗
勃
興
の
事
情

を
、
便
宜
上

「
稿
本
日
本
帝
國
美
術
略
史
」

に
依
る
。
そ
れ
は
立
入

つ
た
研
究

で
は
な
く
、
極

め
て

一
般
的
な
通
念
を
得
ん
が
爲
だ
か
ら
で
あ

る
。
曰
く
、

「
藤
宗

の
か
く
興
隆
せ
し
所
以
は
、
其

の
旨
の
能
く
當

時
の
時
勢
と
人
心
と
に
適
合

せ
る
に
因

る
。
蓋
し
或
経
典
を
所
依
と
せ
る
在
來
の
諸
宗
は
、
其

の
自
然

の
傾
向
と
し

て
、
漸
く
教
乗
法
儀

の
末
に
拘
泥
し
來
り
、
且

つ
著
し
く
世
間
的
と
な
り
て
屡
々
傲
訴
暴
動
し
た
り
し
が
故
に
、
人

心
寧
ろ
厭
離
す
る
に
至
り
き
。
帥
心
即
佛
を
宗
旨
と
し
、
無
門
を
法
門
と
し
、
敏
乗
法
儀
を
排
す
る
灘
宗
、
之
れ
が

反
動
と
し

て
興
隆

せ
る
、
自
然
な
ら
す
や
。」
こ
れ
は

一
鷹
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ

る
が
、
そ
し

て

一
般
的
通
念

で

は
あ
る
が
、
省
考
察

に
粗
雑
性
を
含
む
。
例

へ
ば
宗
徒
の
傲
訴
暴
動

の
如
さ
は
、
李
安
朝
末
葉

に
於
て
最
も
弊
害
的
-

で
あ

つ
た
が
、
鎌
倉
蒔
代
よ
り
室
町
時
代

に
か
け

て
、
特
に
激

し
く
な

つ
た
と
云
ふ
こ
と
は
な
い
。
暉
宗
興
隆
の
飛

躍
時
代
と
思
は
れ
る
天
龍
寺
創
立
當
時

の
傲
訴
も
、
こ
れ
を
李
家
時
代
な
ど

に
比
す
る
な
ら
ば
、
寧
ろ
弱

つ
て
ゐ
る

と
さ

へ
も
見

る
こ
と
が
出
來
る
。

-

(
二
)

思
ふ
に

一
つ
の
教
法
が
時
代
を
支
配
す
る
に
到

る
に
は
、
た
ゴ
畢
に
時
代

の
風
爾

に
合
す
る
と
云
ふ
ば
か
り
で
は

な

く
、
客
観
的
に
確
實
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
根
撮
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
帥
ち
そ
の
敏
理
に
依

つ
て

一
定

の
ナ

現
象
が
充
分

に
説
明
さ
れ
る
の
み
な
ら
す
、
そ
れ
に
依

つ
て
實
蹟
舶
所
願
の
満
足
が
與

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
信
命

4



る
も
常

に
功
な

く
、
如
読
に
修
行
す
る
も
、
實
果
を
暴
げ

る
こ
と
が
出
來
な
く
な
り
、
且
つ
そ
の
こ
と
が
明
確
に
麗

識
さ
れ
る
に
到
れ
ば
、
そ
の
敏
理
は
時
代

の
精
紳
的
支
配
能

力
を
失
ふ
。
帥
ち
さ
う
し
た
敏
理
は
、
何
か
不
明
で
は

あ
る
が
、
あ
る
錯
誤
性
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

る
。

か

、
る
錯
誤
は
明
自

に
謹
明

さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
が
、
常
に
必
す

さ
う
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
出
來
な

い
。
概
言

す
る
な
ら
ば
、
す

べ
て
こ
の
種
の
敏
読
は
、

カ

ン
ト
の
所
謂
形
而
上
學
的
認
識

の
領
域
に
あ
る
の
で
あ

つ
て
、
明
快

な
る
認
識
的
断
定
能
力
の
範
園
を
離
脱
す
る
。
從

つ
て
こ
の
こ
と
に
關
す
る
謹
明

の
的
確
を
期
す
る
こ
と
は
、
も
と

よ
り
出
來
な

い
。
然
し
た
と
ひ
謹
明
が
明
確

に
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
多

く
の
場
合
、
さ
ま
み
＼

の
経
瞼
が
、
そ
の
敏

理

に
依

つ
て
裏
切
ら
る
、
な
ら
ば
、
人

は
推
理
的

に
さ
う
し
た
も
の
か
ら
、
自
然
に
離
れ
去
ら
う
と
す

る
傾
向
を
示

す
。
そ
れ
は
多
く
極
め

て
明
快
に
、
劃
時
代
的

に
離
れ
る
の
で
は
な

い
が
、
甚
だ
自
然
に
、
時
に
は
叉
甚
だ
徐

々
と

し
て
離
れ
行
く
の
で
あ

る
。

そ
し
て
次
の
、

一
さ
う
客
観
的

正
確
性
あ
る
眞
理

に
到
着
し
よ
う
と
努
力
す
る
。

、

(
三
)

李
安
朝
に
於
て
全
盛

で
あ

つ
た
天
台
、
眞
言
の
雨
宗
が
、
漸
次
不
振
に
な

つ
て
來
た
,こ
と
に
は
、
い
ろ
く

の
理

由
が
歎

へ
ら
れ
る
。

そ
れ
は
時
代
を
構
成
す

る
要
素
集
團
の
縫
蓬
と
云
ふ
こ
と
も
あ
り
、
又
文
化

の

一
般
的
普
遍
化

と
云
ふ
こ
と
も
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
敏
理
そ
の
も
の
と
し

て
、
そ
れ
が
客
観
的
確
實
性
を
詮
明
し
得

べ
き
能
力
を

失

つ
た
こ
と
で
あ

る
。

か
り
に
三
密
加
持
に
依

つ
て
、
所
願
の
す
べ
て
が
、
客
観
的

に
、
殆
ん
ど
何
の
例
外
も
な
し

緯
宗
渤
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

,

、

(
五
)

タ

5



縄
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
六
)

に
達
成
し
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
如
何
な

る
衰
滅
も
あ
ら
う
筈
は
な

い
の
で
あ
る
。
若
し
法
敵
顯
は
る
、
な
ら

ば
、
法
力

に
依

つ
て
排
除
す
れ
ば

い
、
か
ら
で
あ
る
。
然
し
こ
の
ζ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
普
遍
確
實

で
は
な
く
、
そ
し

て
又
理
論
的
に
も
そ
れ
を
支
持
し
得
ろ
能
力
を
弱
め
て
來
た
の
で
あ
る
。

一
般

に
敏
義

の
煩
項
化
が
衰
退
の
原
因
の

や
う
に
考

へ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
因
果
を
逆

に
し

て
ゐ
る
。
敢
義

の
煩
裟
化
は
、
原
因
で
は
な
く
、
嚢
頽

の
結

果
と
し

て
顯
は
れ
來
る
の
で
あ
る
。
普
通

に
こ
れ
ら

の
宗
涙

は
敏
相

の
み
を
重
覗
す

る
か
の
や
う
に
敏

へ
ら
れ
て
ゐ

る
が
、
必
す
し
も
さ
う
で
は
な
く
、
敏
相

の
外

に
實
行
的
な
観
心
も
観
法
も
あ
り
、
戒
律
と
し
て
實
践

そ
の
も

の
が

漿
働
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
の
當
時
か

、
る
實
践

の
方
途

に
出
つ
る
も
の
が
皆
無
に
な

つ
た
課

で
も
な

い
。
寧
ろ

か
、
る
行
法

}
般
が
、
客
観
的
確
實
性

に
於

て
、
薄
弱
化
し
た
の
で
あ
り
、
約
言
す
る
な
ら
ば
薄
弱
と
考

へ
ら
れ
る

や
う
に
な

つ
た

の
で
あ
る
。

從
來
効
果
的
で
あ
り
、
効
果
的
と
信
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
も
の
が
、
何
う
し
て
薄
弱
化
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ら
う

か
。
そ
れ
は
時
代
の
様

々
な
纏
験
と
認
識
と
が
、
そ
れ
の
客
観
的
で
な

い
こ
と
を
自
然

に
謹
明
す

る
か
ら
で
あ
る
。

少
く
と
も
そ
の
こ
と
に
大
な
る
疑
惑
を
懐

か
す
だ
け
の
反
封
事
實
を
提
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
こ
》
に
新
し

き
教
理
と
實
践
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
顧
と
念
佛
と
は
こ
の
要
求

に
鷹
じ
て
顯
は
れ
た
確
實
な
教
旨

で
あ

つ

た
と
す
る
こ
と
が
出

來
る
。

(
四
Y

6



か
く
て
從
來
往

々
常
識
的
に
許
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
、
畢
安
朝
佛
敏
は
教
相
敏
理
の
末

に
拘
泥
し

て
實
際
を
は
な

周

れ
た
か
ら
、
か

～
る
拘
束
を
離
れ
た
實
践
的
な
宗
敏
が
顯
は
れ
來
た
と
云
ふ
考
が
修
正
さ
れ
乃
べ
き

で
あ
る
。
灘
も

念
佛
も
、
共
に
教
理
が
無
い
課
で
は
な

い
。
敏
理
の
無
い
實
践
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
時
代
の
経
験
と
要
求
と

に
適

鷹
す
る
敏
理
と
實
践
と
が
、
新
宗
敏
を
構
成
す
る
に
到

つ
た
と
考
ふ
べ
き

で
あ
る
。
從

つ
て
前
掲

「
美
術
略
史
」

に

所
講

、

「
灘
宗
は
直
指
人
心
、
見
性
成
佛
を
以

つ
て
、
安

心
の
標
準
と
し
、
「
内
、
思
惟
計
度

の
情

に
渉
ら
す
、
外
、

學
問
修
謹

の
功
を
加

へ
す
、
人
を
し
て
直

下
に
本
心
を
領
悟
せ
し
む
。
故

に
共

の
簡
捷
露
活
な

る
宗
意

の
、
思
惟
學

修
に
乏
し
か
り
し
當
時
爾
武

の
人
心
に
投
ぜ
る
、
異
む
に
足
ら
ん
や
」
と
云
ふ
考
に

一
定

の
修
正
を
要
す
る
の
で
あ

る
。

「
直
指
人
心
、
見
性
成
佛
」
は
甚
だ
簡
軍
で
は
あ

る
が
教
理

で
あ
る
。
不
立
文
字
も
亦
、
不
立
文
字
と
云

ふ
教

義
で
あ
る
。
そ
れ
は
修
道

の
指
針
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
ε
を
外

に
し
て
、
敏
理
と
云
ふ
も
の
が
別

に
あ
る
の
で
は
な
"

い
。
叉

「
安
心
の
標
準
」
そ
の
こ
と
が
既

に
教
義
で
あ
る
。
た

g
時
代
の
経
験
内
容
、
自
畳
内
容
よ
り
し
て
、
客
観

的

に
し
て
確
實

で
あ
る
と
納
得
さ
れ
る
敏
理
な

の
で
あ
る
。

「
内
、
思
惟
計
度
の
情

に
渉
ら
す
」
と
云
ふ
の
は
、
妄

想
顛
倒
を
遮
し
、
無
念
無
想
の
境
地
を
指
す
も
の
で
あ

る
が
、
正
し
く
見
、
正
し
く
思
惟
す
べ
き
を
教
示
す
る
八
聖

道
中
、
正
見
、
正
思
惟
は
、
箇
事
究
明
に
向

つ
・て
の
、
明
快
な
る
指
針
で
あ

る
。

又

「
學
周
修
謹

の
功
を
加

ヘ
ネ
」

と
云

つ
て
ゐ
る
が
、
然
し
祀
師

の
芳
蜀
を
禁
つ
る
の
は
、

「
學

ぷ
」
の
で
あ
り
、
學

ぶ
な

「
ま
ね
る
」

の
で
あ
る
。

修
護

の
功
も
と
よ
り
輕
覗
す
べ
き
で

は
な

い
。
た

ゴ
前
時
代
に
於
け
る
》
客
観
的
確
實
性
を
弱
め
て
ゐ
る
敢
理
の
、

輝
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

/

(七
)
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輝
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
・へ
4

煩
裟
學
、
科
文
學
が
捨

て
ら
れ
る
の
み
で
あ

る
。

、

(
五
)

灘

の
敏
理
的
原
則
が
特
に
前
時
代

の
も

傾の
と
異

つ
て
ゐ
る
の
は
何
う
云
,ρ
黙
で
あ
る
か
。
.
一
鷹
の
敏
理
と
し

て
は

共

に
般
若
思
想
を
根
擦
と
し
、
色
帥
是
塞
、
塞
帥
是
色
を
原
則
と
し
て
ゐ
る
黙

に
於
て
は
、
何
等
異

つ
て
ゐ
る
も
の

・
は
無

い
で
は
な

い
か
。

色
・即
是
室
、
室
.即
是
色
は
本
饅
と
現
象
と

の
關
係
で
あ
り
、
,
叉
軍
純

に
迷
と
悟
と
の
關

係
で
あ

る
。

ξ
れ
は

二
つ

の
も
の
が
全
く
別
の
も

の
で
な

い
こ
と
を
教

へ
て
ゐ
る
。
こ
の
理
由

に
依

つ
て
、
迷
悟
、
苦
樂
の
差
別
に
懊
櫛
す
る
移

要
は
な
く
、
生
滅
の
現
象
的
凝
異

に
依

つ
て
掩
齪
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
。
こ
れ
は
約
言
す
る
な
ら
ば
不
動
心
に
佳

す
る
こ
と

で
あ

る
が
、
こ
の
不
動

心
は
内
的
自
畳
と
し
て
は
無
上
の
も
の
で
あ
り
、

一
度

こ
の
心

に
到
着
す
る
な
ら

ば
無
墨
碍
で
あ
り
、
無
怖
畏
で
あ
り
、
自
由
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
般
若
的
安
心
立
命
で
あ
る
。

こ
の
無
塁
碍
心
、
無
怖
畏
心
は
自
由
で
あ
り
、
無
上
な
る
が
故
に
、

一
切
不
如
意
な

る
も
の
を
悉
く
滑
滅
し
審
す

と
考

へ
得
ら
れ
る
。

こ
の
無
睾
碍

心
が
内
界
に
於
け
る
精
神
的
障
碍

に
の
み
適

用
さ
れ
る
限

り
健

全
で
あ
り
、
姜
當

で
あ
り
、
實
に
如
意
寳
珠

に
比
較

さ
れ
る
べ
き

で
あ

る
。
我
が
國

へ
初
め

て
佛
敏
渡
來
し
た
時
、
百
濟

王
の
上
奏
文

は
、
こ

の
法
が
如
意
珠
の
如
く
、
す

で
て
の
所
願
を
満
す
も

の
で
あ
る
こ
と
を
叙
述
し
て
ゐ
る
。
か

～
る
如
意
珠
は

然
し
な
が
ら
、
外
界

の
諸
現
象
を
さ

へ
自
由

に
支
配
し
養
更
さ
せ
得

る
が
如
き
考

と
結
合
し
や
す
い
の
で
あ
る
。

一

8



切
衆
生

の
所
願
を
悉
く
満
足
せ
し
め
得
る
と
云
ふ
敢
説
は
こ
の
こ
と

に
淵
源
す
る
。

三
密
加
持
そ
の
他
多
く
の
外
的
,

現
象
自
由
支
配
の
教
読
は
こ
の
こ
と
よ
り
生
れ
來
る
の
で
あ
る
。
換
言
す

る
な
ら
ば
色
帥
是
塞
、
塞
即
是
色
と
云
ふ

純
粋
論
理
的
命
題
が
、
純
粋
で
あ
り
、
形
式
的
で
あ

る
關
係
上
、
如
何
な
る
内
容
を
も
盛
る
こ
と
が
出
來
、
從

つ
て

そ
れ
の
内
容
と
し
て
、
極
め

て
威
畳
的
な
、
情
慾
的
な
内
容
を
も
探
用
し
得

る
塞
隙
が
あ
り
、
こ
の
察
隙

に
向

つ
て

威
畳
的
通
俗
要
求
の
…潜
入
し
得

べ
き
弱
さ
が
あ

る
。
こ
の
傾
向

に
依

つ
て
無
墨
碍
的
敏
説
は
、
現
實
的
物
質
的
威
畳

的
抜
苦
與
樂
の
教
旨
を
展
開
せ
し
め
得
る
可
能
性
を
持

つ
の
で
あ

る
。

然
し
元
來
精
紳
内
部

に
於
け
る
無
墨
碍
心
を
外
的
必
然
法
の
支
配

に
も
適
用
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
換
言
す
る
な

ら
ば
、

カ

ン
ト
の
本
膿
界
、
實
践
理
性
界
に
於
け
る
原
理
を
、
現
象
界

に
適
用
す

る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
効
果
は

必
す
し
も
正
確

で
あ

る
と
す
る
こ
と
は
出
來
な

い
。

こ
の
効
果

の
不
確
實
性
が
、
歴
史
創
定
者
の
實
践
的
思
想

に
憂

化
を
起

さ
せ
な

い
筈
は
な

い
の
で
あ

る
。

(
六
)

暉

の
敏
旨
は
か
う
し
た
三
密
加
持
思
想
に
於
け
る
摩
詞

不
思
議

の
鑛
力
獲
得
を
圭
眼
と
し
な
い
。
そ
れ
の
要
鮎

は

直
指
人
心
、
見
性
成
佛
で
あ
る
。

一
心
の
根
源
を
凝

視
し
、

こ
の
も
の
～
眞
髄

に
冥
合

し
、
内
的
自
畳

と
じ
て
、
無

墨
碍
心
、
無
怖
畏
心
に
住
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
烈
る
。
か

、
る
自
畳

の
正
し

い
表
現
は
、
自
然

の
必
然
法
を
、

道
力
、
念
力
に
依

つ
て
自
由
に
憂
更
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
か
～
る
必
然
法
を
無
關
心
的
に
遊
離
さ
せ
、

輝
宗
勃
興
期
に
於
耐
る
近
代
的
諸
要
累

(九
)
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灘
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
一
〇
)

あ

る
が
ま

、
を
如
實
に
観
照
し
よ
う
と
す
る
、

カ
ン
ト
の
所
謂
合
目
的
的
性
質
を
實
現
し
、
藝
術
的
態
度
を
構
成
し

よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
偏
頚
と
し

て
の
風
懐
と
な
り
、
絶
書
と
し
て
は
山
水
、
花
鳥
、
竹
木
の
當
禮
と
な
り
、
佛
書

と
し
て
は
現
實
的
な
租
師
並
び
に
僧
寳

へ
の
蹄
依
と
な

ゐ
。
す

べ
て
こ
れ
ら
は
自
然
そ
の
も
の
、
必
然
を
縁
と
し
て

無
塁
碍

心
に
遊
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
無
怖

畏
心
と
し
て
陶
化
す

る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
は
意
の
ま

～
に
な
ら
ぬ
も

の
を
強
い
て
意

の
如
く
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な

い
。
意

の
如
く
な
り
得

ぬ
必
然
法
を
認
知
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
を

客
観
衡

に
、
現
實
的

に
愛
改
し
よ
う
と
は
企
て
す
、
寧
ろ
そ
れ
に
向

つ
て
同
化
す
る
こ
と
を
希
求
す

る
。
明
自

に
必

然
的
不
如
意
で
あ

る
も

の
を
、
摩
詞
不
思
議
力
に
の
み
慧

つ
て
、
事
實
的
克
服
を
企
圖
す
る
こ
と
は
、
現
實
的
破
綻

を
含
む

か
ら
で
あ
る
。

第
三
、
人
間
性

の
確
立

(

一
)

　

摩
詞
不
思
議
力
に
向

つ
て
、

一
義
的
に
依
属
し
よ
う
と
す
る
傾
向
を
離
脱
し
よ
う
と
す

る
こ
と
は
、
明
か
に
中
世

紀
的
な
も
の
を
離
れ
て
、
近
代
的
な
も
の

へ
向
は
う
と
す
る
動
向

で
あ
る
。

こ
の
織

に
於
て
我
が
鎌
倉
時
代

の
文
化

的
精
紳
は
、

一
定

の
要
素
に
於

て
、
欧
州

に
於
け
る
文
藝
復
興
期
精
紳
と
類
似

的
で
あ

る
。
も
と
よ
り
登
面
的

に
同

じ
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
た
ゴ
相
互
を
比
較
考
察
す
る
こ
と
が
、
各
の
性
質
を
了
解
す
る
上
に
於

て
、

甚
だ
方
法
的
で
あ
る
と
云
ふ
ま
で

ゴ
あ

る
。



頼
朝
の
開
幕
は
建
久
三
年

七
月
で
あ
り
、
榮
西
は
前
年

の
同
じ
七
月
に
宋
よ
り
婦
朝
し
て
ゐ
る
。
幕
府
開
設
に
は

色

々
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
要
素
を
含
む

の
で
あ

る
が
、
と

に
角
從
來
あ
ま
り
重
要
性
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
か

っ
た

武

士
並
び

に
そ
れ
を
支
持
す
る
農
民

の
多
く
が
、
甚
だ
活
濃

に
文
化
精
神
的
圏
内

に
入
り
來

つ
た
こ
と
は
何
よ
り
も

重
要
で
あ
る
。
新
し
き
歴
史
的
要
素
集
團
は
當
然
新
し
き
戚
畳
を
持
ち
、
新
し
き
思
辮
を
持

っ
。
そ
れ
は
質

に
於
て

蕾
観
念
學
を
純
化
さ
せ
、
量

に
於
て
文
化
圏
を
籏

大
さ
せ
る
。
佛
敏

に
於

て
は
、
加
持
修
法
の
絶
封
性
が
破
れ
、
精

神

の
内
部
を
凝

覗
し
、
内
生
の
安
住
地
鮎
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
關
係
に
入
り
來

つ
た
の
で
あ

る
。
榮
西
を
先
導
と、

す
る
慮
宗
的
精
神
が
、
こ
の
機
蓮

に
於
て
勃
興
し
得
る
の
は
當
然

で
あ
る
。

(
二
)

欧
州

に
於
け
る

勘
ネ

ツ
ず
ン
ス
の
原
動
な
る
東
羅
馬
帝
國

の
滅
亡
は
、
西
紀

一
二
〇
四
年

で
、
我
が
元
久
元
年

で

賀
朝
が
軍
職
を
襲

つ
た
翌
年
で
あ
り
、
開
幕
よ
り
十
三
年
に
相
當
す
る
。
ダ

ン
テ
は
西
紀

一
二
六
五
年
に
生
れ
、

一

三
二

↓
年

(
五
十
七
歳
)
に
波
し

て
ゐ
る
。
即
ち
ダ

ン
テ
の
誕
生
は
我
が
文
永

二
年

で
親
鶯

の
滅
後
三
年
、
道
元
の

滅
後
十
二
年
、
時
頼
薙
髪
の
後
九
年
、
弘
安

四
年
の
元
毯
に
先
き
立
つ
こ
と
十
六
年

で
あ

る
。
元
僧
祀
元
の
來
朝
は

ダ

ン
テ
が
十
六
歳
の
時

に
當
り
、
寧

一
山
の
來
朝

は
こ
十
九
歳
、
そ
の
入
寂
は
四
十
七
歳

の
時

に
當

る
。

ル
ネ

ツ
ず

ン
ス
の
精
紳
文
化
的
要
素

の
重
要
な

一
つ
は
、
超
越
的
神
論
を
離
脱
し

て
、
人
間
性
を
確

立
し
よ
う
と

す
る
人
道
圭
義
的
動
向
,で
あ

る
。

そ
れ
は
超
越
的
、
神
怪
的
な
中
世
的
紳
學

の
支
配
か
ら
離
れ

て
、
人
間

の
性
情

そ

輝
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
二

)



薩
宗
乱甥
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
一
二
)

の
も
の
に
眞
理
の
根
源
を
求

め
、

こ
の
こ
と
を
理
解

の
根
本
と
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ

つ
た
。
そ
れ
は
中
世
に
於

け
る
教
會
の
不
可
解
な
敏
義
が
、
人
性

の
自
然

に
適

合
せ
ず
、
そ
の
敏
ふ
る
と
こ
ろ
常
に
必
す
客
観
的
實
在

に
適
中

す
る
と
云

ふ
も
の
で
な
か

つ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
瞭

に
意
識
さ
せ
た
も

の
は
、
希
臆
文
學

の
復
興
で
あ

り
神

の
天
國
的
文
化

に
封
す
る
希
臓

の
現
實
的
精
紳
で
あ

つ
た
。

大
燈
國
師

の
入
寂
は
延
元

三
年

(
五
十
六
歳

)
で
あ
り
、

こ
の
頃

ペ
ト
ラ

ル
ヵ
が
漸
く
文
化
的
創
作

に
進
み
、
無

'

相
大
師
の
入
寂
は
延
文
五
年

(
八
十
四
歳
)

で
あ

り
、
西
紀

=
二
六
〇
年
で
あ

つ
て
、
正
に
文
藝
復

興
の
盛
時
で
あ

る
。
こ
の
傾
向
は
百
飴
年
を
持
績
し
、

一
四
九
八
年

に
は
亜
米
利
加
の
登
見
と
な

り
、
二
十
年
を
隔
て
、

一
五

一
七

年
は

ル
ー

テ

ル
の
宗
教
改
革

で
あ
る
。
す

べ
て
中
世
的
紳
秘
性
を
去

つ
て
、
入
間
的
快
明

に
向
ひ
、
敏
會
的
敏
義
の

強
制
性
を
離
れ

て
人
性

の
自
然
を
實
現
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。

ニ
コ
ラ
ウ
メ
・
ク
ザ
ー

ヌ
ス
は
西
紀

一
四
〇

一
年
よ

り

一
四
六
四
年

に
生
き
カ
が
、
そ
れ
の
汎
紳
論

的
傾
向
は
、
當
時
の
我
が
思
想
的
動
向
と
類
似
的
で
あ
る
。
即
ち
こ

れ
ら
の
年
は
鷹
永
八
年
よ
り
寛

正
五
年
に
當

る
が
、
こ
の
間
に
於
け
る
暉
宗
關
係
の
重
な

る
入
寂
者
は
、
絶
海
中
津

(
慮
永
十
二
年

七
十
歳
)
、
足
利
義
満
(
同
十
五
年
五
十

一
歳
㌧
、
観
中
中
諦
(
同
十

三
年
六
十
五
歳
)
、
塞
谷
明
鷹

(
同

十
四
年
八
十
歳
)
、
天
鮮
二

麟
(
同
年
七
十
九
歳
)
、

叉
薔
僧
と
し
て
は
啓
書
記
(
長
緑

三
年
)
、
小
栗
宗
湛
(
寛
正
五
年

六
十
七
歳
)
な
ど

で
あ
る
。

一
休
純
和
術
の
入
寂

は
文
明
十
三
年

で
西
紀

一
四
八

一
年
、
亜
米
利
加
登
見
に
先
立
つ

こ
と
十
七
年
、
宗
敏
改
革

に
先
き
立
つ
こ
と
三
十
六
年

で
あ

る
が
、
曇
書

の
眞
理

に
蹄
り
、
信
仰

に
依

る
浮
化
を
提

12



示
し
、
人
性
の
本
然
を
達
成

せ
し
め
よ
う
と
す
る
鮎

に
於

て
、
灘
的
自
然
圭
義
、
性
難
奪
重
圭
義
と
、
甚
だ
微
細
で

は
あ
る
が
、

一
豚
通
す

る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
誠

に
近
代
的
と
名
け
得
ら
る
～
性
質

の
も
の
で
あ
る
。
雪
舟

の
入

寂
は
永
正
三
年

で
あ
り
、
宗
敏
改
革
に
先
き
立

つ
こ
と
十

一
年
で
あ

る
が
、
屡
雪
舟

の
書
賛
を
し
て
ゐ
る
景
徐
周
麟

の
寂
は
永
正
十
五
年

で
、
宗
教
改
革

に
後

る
、
こ
と

一
年

で
あ

る
。

ジ
オ
ル
ダ
ノ

・
ブ

膨
ー

ノ
の
虚
刑
は

一
六
〇
〇

年

で
あ
り
、
汎
紳
論

の
強
力
な
る
表
現

で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
の
動
力
と
さ
れ
る
も
の
は
、

ル
ネ

ッ
ず

ン
ス
に
於
け

る
人
間
性

の
自
畳

で
あ

る
。

(
三
)

か

、
る
観
察

よ
り
し
て
藤
宗
勃
興
期

に
於
け
る
紳
怪
性
か
ら
の
離
脱
、
超
越
性

か
ら
内
在
性

へ
の
動
向
、
色
即
是

塞
、、

察
の即
是
色

の
禮
得
が
威
畳
的
俗
情
を
交

へ
す
、
純
粋
思
辮
的
に
、
汎
神
弥隅
的
に
、
そ
し
て
叉
自
然
奪
重
蘭
に
畳

脳

醒
し
來
れ
る
経
路
を
了
解
す
る
こ
と
が
出
來

る
の
で
あ

る
。

・

第
四
、
個

の

奪

重

1

(

脚

)

●
、

欧
羅
巴
中
世
に
於
け
る
代
表
的
な
哲
學

は

ス
コ
ラ
學
涙

で
あ
る
。

ス
コ
ラ
學
涙
は
大
禮

二
期

に
匿
別
さ
れ
る
。
初

期
は
プ
ラ
墾
τ
哲
學
の
影
響

に
依
り
、
普
遍
的
な
る
も
の
を
眞

の
實
在

に
し
、
個
物
は
た

ゴ
生
滅
常
な
き
假
幻

の
存

在
と
す
る
。
所
謂
實
在
論
的
傾
向
時
代

で
あ

る
。
後
期
は

ア
リ

ス
ト
テ

レ
ー

ス
の
影
響

に
依
り
、
翼

に
實
在
す
る
も

輝

宗
勃
興
期

に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
一
三
)

B



輝
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
饗
素

(
一
四
)

の
は
個
物
で
あ
り
、
普
遍
的
な
る
も
の
は
、
た

ゴ
名
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
唯
名
論
的
傾
向
の
時
代

で
あ

る
。

経
験
的
事
實
と
推
理
と
の
必
然
よ
り
し
て
、
實
在
論

は
唯
名
論

に
移

ら
ざ
る
を
得
な
か

つ
た
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
が

普
遍
的
意
味
を
奪
重
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
大
教
會
の
存
在

に
向

つ
て
多

く
の
疑
惑
を
懐
か
し
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の

傾
向
は

…
さ
う
實
讃
的
な
精
紳
を
刺
戟
し
て
近
代
的
學
術
勃
興
の
機
運
を
醸
成
し
た
。
そ
し
て
か

、
る
學
術
的
探
究

が
最
も
明
確

に
欧
羅
巴
に
於
け
る
近
代
性
を
特
徴
附
け
る
こ
と

に
な

つ
た
の
で
あ

る
。

O

(
二

)

「

導

拶

我
が
鎌
倉
時
代
よ
り
室
町
時
代

に
か
け

て
も
亦
同
じ
や
う
に
、
個
物

の
確
實
な
る
把
握
と
云
ふ
こ
と
が
顯
は
れ
て

ゐ
る
。
尤
も
こ
れ
は
欧
羅
巴
に
於
け
る
唯
名
論
的
な
も
の
と
は
登
く
別
で
あ
る
ゆ

か

～
る
匿
別
の
存
在
す

る
理
由
と

し

て
、
基
督
教
紳
學

に
於
け
る

一
紳
敏
的
原
理
と
、
佛
敏
教
學

に
於
け
る
汎
神
敏
的
原
理
と
の
相
違
を
墨
げ

る
こ
と

が
出
來

る
で
あ
ら
う
。

基
督
激
神
學

に
於
て
は
、
赫
の
存
在
と
云
ふ
こ
と
は
、
何
も

の
に
も
勝

る
探
究

の
關
心
事
で
あ

つ
た
。
そ
れ
に
認

識
を
超
越
す
る
存
在
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
た
り
、
矛
盾
の
統

一
者
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
た
り
、
言
妄
慮
絶

の
存
在

と

し
て
定
立
さ
れ
た
り
、
後

に
は
實
膿
論
的
謹
明
、
物
理
紳
學
的
謹
明
と
し
て
定
立
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
存
在

で
あ

つ
た
。

然
し
佛
教
教
學
の
基
本
た
る
べ
き
佛
は
、
圭
と
し
て
法
性

で
あ
り
、
法
身

で
あ
り
、
宇
宙
の
置
ハ理

で
あ
り
、
合
理
的

必
然
の
圭
腱
で
あ
る
。
從

つ
て
墓
督
敏
が
多
紳
敏

に
甥
し

て
、

一
紳
教
の
純
潔
性
を
固
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
立
場
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,

と
は
相
違
し

て
、
常

に
自
由

に
、
汎
神
論
的
傾
向
を
實
現
す
る
こ
と

に
於
て
何
の
障
壁
も
な
い
。
寧
ろ
汎
紳
論

そ
の

も
の
を
合
理
的
根
擦
と
し
て
佛
教
教
學
が
成
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
基
督
敏
紳
學
は
近
代
初
期
に
於

け
る
汎
帥
論
を
特
に
畏
れ
、
異
端
と
し
て
嚴
刑
に
附
し
た
。
ブ

ル
ー

ノ
の
如
き
は
そ
の

一
例

で
あ

る
。
か

～
る
相
違

が
、
個
物
奪
重
に
當

つ
て
も
全
く
別

の
意
味
を
持

つ
に
到
る
理
由
の

一
つ
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
。

佛
敏
敏
理
學
の
根
本
問
題
は
、

「
佛
.
實
在
な
り
や
」

の
問
題

で
は
な
く
、

「
我
々
の
解
脱
、
可
能
な
り
や
」

の

問
題

で
あ

る
。
從

つ
て
佛
教
學
を
通
貫
す

る
根
本
範
疇

は
、
迷
と
悟

で
あ
り
、
煩
拶
と
菩
提

で
あ
り
、
生
死
と
浬
築

で
あ

る
。
そ
し

て
迷
は
如
何
に
し
て
悟
と
な
り
得
る
か
、

云
は

ゴ
染
浮

の
關
係
如
何

で
あ

る
。
こ
の
問
題
は
、
汎
紳

論
的
立
場
よ
り
し
て
、
澤
を
離
れ
て
染
な
く
、
染
を
超
越
し
た
澤
は
あ
り
得
な

い
と
解
繹
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
染
、

迷
、
煩
拶
、
生
死
等
を
現
象
的
事
實
と
す
る
な
ら
ば
、
澤
、
悟
、
菩
提
、
浬
桀
等
は
本
膣
的
理
界

で
あ

る
。
本
艦

の

理
、
帥
ち
眞
如
の
理
は
、
染
浮
何
れ
を
問
は
す
、
何
腱
に
も
存
在
す

る
。

一
念

の
妄
想
さ

へ
も
本
燈
を
離
れ
す
、

一

木

一
草
悉

く
眞
如
の
理
を
實
現
し
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
個
は
常

に
そ
の
債
値

に
於
て
、
普
遍
的
本
艦
と
同
じ
も
の
を

具
象
化
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

一
色

一
香
無
非
中
溢
は
既

に
天
台
宗
教
理
に
於
て
唱
導
さ
れ
て
ゐ
る
。

一
念
三
千
の

教
義
、
華
嚴
教
學
に
於
け
る
事
理
、
事

々
の
融
合
、
す

べ
て
個
中
に
普
遍
的
原
理
の
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
定
立
し

て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
佛
敏
汎
神
論
並
び
に
佛
激
汎
理
論

よ
り
來
ろ
當
然

の
蹄
結

で
あ
b
、
叉
そ
の
本
質

で
あ
る
。

、

(
三
)

輝
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
一
五
)
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㎝暉
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
唱
六
)

基
督
教
紳
學
と

云
は
す
、
佛
敏
教
理
學
と
云
は
す
、
叉
希
臓
思
想

一
般
と
云
は
す
、
す

べ
て
人
間
の
具
象
的
な
思

想
に
は
、
様

々
の
要
素
が
含

ま
れ
て
ゐ

る
。
個
の
奪

重
と
云
ふ
や
う
な

こ
と
は
、
唯
名
論

に
於

て
突
然
顯
は
れ
出

た

も
の
で
は
な

く
、
そ
し
て
叉
華
嚴
、
天
台

の
思
想
に
於
て
、
更
に
又
希
臓
に
於
け
る
ソ
フ
イ

メ
ト
思
想
に
於
て
、
忽

如
と
し
て
生
れ
來
る
性
質

の
も

の
で
は
な
い
。
か
～
る
傾
向
は
、
人
間
の
思
想
が
推
理
と
脛
験
と
か
ら
構
成
さ
れ
、

洗
練

さ
れ
る
限
り
、
何
庭
に
於

て
も
、
一
定

の
度

に
於
て
表
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
た

ゴ
時
腱

の
相
違
に
依
り
、

ど
の
傾
向
が
重
要
性
を
持

つ
か

ゴ
問
題

と
し
て
残
る
の
み

で
あ

る
。

我
が
文
化
思
想
の
大
局
か
ら
考

へ
て
、
李
安
朝

は
す
べ
て
経
鹸

の
想
化
時
代

で
あ
り
、
館
納
的
考
察
よ
り
も
寧
ろ

演
繹
的
考
察
が
主
要
な

る
方
法
と
な

つ
て
ゐ
る
。

か
り
に
和
歌
の
場
合
に
つ
い
て
考

へ
て
見
る
。
萬
葉
集
は
纏
験
内

容
が
甚
だ
廣

い
範
園

に
亘
り
、
取
材
も
亦
多
様
で
あ
る
。
然
し
古
今
集
は
取
材
の
範
園
甚
だ
狭
く
、
自
然
物
例

へ
ば

草
木
生
物
な
ど

の
名
稽
も
、

萬
葉
集

に
比
し
て
遙
か
に
少
く

な

つ
て
ゐ
る
。

時
代
的
進
歩
に
於
て

新
経
験
新
材
料

は
著
し
く
増
加
す

べ
き
で
あ

る
に
も
拘
は
ら
す
、
減
少
の
傾
向
を
示
す
。
そ
し

て
そ
れ
ら
の
材
料
を
整
理
す
る
技
巧

に
於
て
も
、
萬
葉
集
は
色

々
の
傾
向
を
備

へ
、
輩
純
に
寓
實
的
と
考

へ
ら
れ
る
も
の
、
秤
情
的
と
考

へ
ら
れ
る
も
の

素
描
的
、
装
飾
的
な
ど
甚
だ
多
様

で
あ

る
が
、
而
も
そ
の
圭
要
な
る
も
、の
は
直
爲
的

の
も
の
で
あ
る
。
然
し
古
今
集

は
取
材
が
狡

く
な

つ
て
ゐ
る
に
反
し
、
想
化
的
傾
向
は
甚
だ
洗
練

さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
爲
實
的
傾
向
が
喜
ば
れ
る

時
代

に
は
萬
葉
が
墨
げ
ら
れ
、
想
化
的
傾
向
が
尊
重
さ
れ
る
時
代
に
は
常
に
古
今
が
喜
ば
れ
る
の
は
、
こ
の
こ
と

の

16



蹄
結

で
あ

る
・
そ
の
他
佛
敷
敏
理
學

の
方
面
に
於
て
も
レ
李
安
朝
佛
敏
に
於
て
特
に
薪
要
素
が
加

つ
た
と
は
菅

へ
ら

れ
な
い
。

そ
れ
は
寧
ろ
從
來
の
教
理
的
原
則
を
演
繹

し
想
化
し
た
ゴ
け
の
も
の
で
あ
る
。
註
羅
並
び
に
註
繹
の
註
繹

と
云
ふ
も
の
は
圭
と
し

て
演
繹

的
推
定

で
あ

る
。
こ
の
鮎

に
於
て
李
安
朝

は
註
繹
時
代
で
あ
り
鴇
演
繹
時
代

で
あ
る

そ
し
て
こ
の
演
繹
が
、
從

來
未
だ
少
し
も
想
ひ
到
ら
ざ
り
し
も
の
に
進
ん
だ
の
で
は
な
く
、
た

冥
李
面
的
に
水
平
動

を
し
て
ゐ
た
ゴ
け

の
も

の
で
、
深
さ
に
於
て
上
下
動
を
し
て
ゐ
る
の
で
は
な

い
。
從

つ
て
こ
の
時
代

に
於
け
る
個
に

封
す
る
認
識
も
、
特
別
の
深
さ
を
以

つ
て
、
劃
期
的

に
新
し

い
眞
理
の
標
準
を
示
し
た
と
は
云
は
れ
な
い
の
で
あ

る
。

(
四
)

こ
れ
に
反
し
麗
宗

は
元
來
個
的
な
も
,の
を
重
覗
す
る
傾
向
を
具

へ
て
ゐ
る
。
藤
は
實
践
的

で
あ
る
と

云
は
れ
る
が

す
べ
て
實
践
的
な
る
も
の
は
、
個
的
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
。
思
惟
は

一
切
の
も

の
と
、

一
切
の
時
庭
と
を
考

へ
る
。
然
し
實
践
は
常

に

一
つ
の
心
身

に
於
て
、

一
つ
の
時
腱

に
於

て
、
一
つ
の
こ
と
が
實
現
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

從

つ
て
實
践
的
と
云
ふ
こ
と
は
、
個
的
と
云
ふ
こ
と

、

一
致
す
る
。

達
磨
と
梁
武
帝
と
の
問
答

に
於

て
、
廓
然
無
聖
と
云
ふ
達
磨

の
答

に
封
し
て
、
武
帝
は
更

に

「
封
膜
者
誰
」
と
云

つ
て
・即
今

そ
の
場

に
現
存

せ
る
達
磨
を
指
し
た
。

こ
の
場
合
、
武
帝
は

「
膜

に
封
す
る
者
」
と
云
は
す
、

コ
ニ
世
十

方
の
諸
佛
は
誰
ぞ
L

と
難
詰
し
て
も
善

い
筈

で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
こ
の
問
答

の
成
立
は

「
如
何
是
聖
諦
第

一
義
」

と
云
ふ
や
う
に
、
普
逼
的
な
原
理
の
質
問

に
始

つ
て
居
り
、
こ
れ

に
封
し
て
又
普
遍
的
原
理
と
し
て

「
廓
然
無
聖
」

哩

輝
宗
勃
興
期

に
於

け
る
近
代
的
諸
要
素

(.
一
七
)
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灘
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
一
八
)

が
答

へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら

で
あ
る
。

一
般
的
に
敏
相
を
重
親
す
る
義
門
の
探
究
な
ら
ば
、
寧
ろ
十
方
三
世
の
諸
佛
諸

聖
の
存
在
を
以

つ
て
難
詰
す

べ
き
で
あ

る
。
然
し
そ
れ
は
敏
相
學
的
關
心
事

で
あ
る
が
、
灘
學
と
し
て
は
寧
ろ
迂
遠

事
に
属
す
る
。
帥
今
即
座

に
存
立
せ
る

一
事
象

の
個
的
存
在
、
即
ち

「
膜

に
野
す
る
者
」
を
基
示
す

べ
き
で
あ
る
。

全
稻
肯
定
命
題
を
難
詰
す

る
の
に
特
稽
否
定
命
題
を
用
ゐ
、
全
穂
否
定
命
題
を
批
難
す
る
の
に
特
樗
肯
定
命
題
を
以

つ
て
す
る
こ
と
が
、
甚
だ
灘
宗
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
軍
に

一
色

一
香
、
無
非
中
道
の
概
念
的
読
明
で
も
な
く
、

一
銭

が
十
銭
、

十
銭
が

一
鏡
と
云
ふ

事
理
の
概
念
的
融
合

の
解
繹
で
も
な
い
。

個
的
具
象
者
に
依
る

直
畳
的
謹
明
で
あ

る
。
か

、
る
實
例
は
無
藪
に
列
墨
し
得
ら
る

、
程

一
般
的
な
傾
向

で
あ

る
。

(
五
)

・

上
に
欧
羅
巴
中
世

に
於
け
る
唯
名
論
的
個
物
奪
重
と
佛
敏
敏
學
的
、
殊
に
灘
宗
教
學
に
於
け
る
個
物
愈
重
と

の
異

同
を
考

へ
た
の
で
あ
る
。
上
來
の
考
察
よ
り
し
て
、
こ
～
に
個
物
愈
重
の
意
味
を
ご

つ
に
匿
別
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

一
つ
は
個
の
奪
重
は
、
思
辮
的
神
秘
性
を
離
れ
て
経
験
の
明
自
性
を
曾
重
す

る
認
識
的
経
験
圭
義
を
基
礎
付
け
る
根

底
を
示
し
、
や
が
て
客
観
尊
重

の
近
代
科
學
を
構
成
す
る
繭
芽
を
抱
く
こ
と
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
個
の
尊
重
は
、

か

～
る
存
在
的
確
實
と
し
て
の
客
観
的
關
心
の
方
向
に
進
ま
ず
、
具
象
的
債
値
性

の
根
擦
を
構
成
し
、
怪
澁
な

る
神

秘
的
抽
象
圭
義
を
脱
し
て
、
個
の
中
に
具
象
的
精
神
の
完
全
性
を
見
出
さ
う
と
す

る
藝
術
精
紳
の
基
礎
を
確
立
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
灘
宗
藝
術

の
汎
神
論
蘭
具
象
性
は
實

に
か
く
の
如
き
根
櫨

に
依

つ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
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約
言
す

る
な
ら
ば
、
欧
羅
巴
に
於
け
る
個
物
奪
重
は
科
學
的
精
神

の
開
登
に
向

つ
て
進

み
.
禮
　宗

に
於
け
る
そ
れ
は

藝
術
的
精
紳
の
完
成
を
實
現
し
、
こ
の
こ
と
に
依

つ
て
近
代
的
精
神

の
意
味
を
確

立
し
た
の
で
あ

る
。
帥
ち
欧
羅
巴

に
於
て
特
に
科
學
と
し

て
進
歩
し
た
も

の
が
、
我
が
國

に
於
て
は
藝
術
ど
し
て
完
成

の
域

に
進
ん
だ

の
で
あ

る
。
彼

は
存
在

へ
の
關
心
と
し
て
動
き
、
是
は
憤
値

へ
の
融
合
と
し
て
歩
ん
だ
の
で
あ

る
。

第
五
、
思
癖

の
明
快
性

、

(

一
)

灘

は
掬
も
脚
秘
圭
義
か
、
合
理
主
義
か
。
こ
れ
は
誠

に
廣
汎
に
亘
る
問
題
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
と
共
に
提
起
さ
れ

ね
ば
な
ら
識
問
題
は

一
さ
う
廣
汎

に
亘
る
。
曰
く
、
佛
敏
は
神
秘
圭
義
か
、
合
理
圭
義
か
。

こ
れ
は
さ
程
簡
輩

に
答

へ
得
べ
き

で
は
な
・い
。
然
し
佛
教
に
し
て
も
、
藤
起
し
て
も
こ
の
ゴ

つ
の
傾
向
を
含

ん
で

ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
り
、
最
初

に
こ
の
こ
と
を
了
解
す
る
こ
と
が
最
も
方
法
的
で
あ
る
。

佛
法
の
大
海
は
信
を
以

つ
て
能

入
す
る
こ
と
は
、
佛
教
と
し
て
の
、
入
門
…箴
言

で
あ
る
。
然
し
こ
れ
は

「
不
合
理

な
る
が
故

に
信
す
」
(
∩
濫
◎
p

ρ
巳
ρ
菩
。。9
曾
臣
)
で
は
な

い
。

「
不
合
理
な

る
が
故

に
信
す
」

は
基
督
敏
的
重
信
傾

向
の
代
表
的
な
も
の
で
あ

る
が
、
中
世
の
全
般
を
通

じ
て
、
知
信

の
關
係
と
し
て
論
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
れ
は
時
の
流
れ
に
於

て
明
快
な
方
向
を
取
り
、
文
藝
復
興
精
紳
と
な
り
、
近
代
的
實
讃
精
紳

に
と
移

つ
た
の
で
あ

る
。

輝
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
一
九
}
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藤
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
二
〇
)

佛
教
に
於
て
は
、

「
不
可
思
議
な
る
が
故
に
信
す
」

の
命
題
は
存
在
す
る
の
で
あ

る
が
、
然
し

「
不
合
理
な
る
が

故
に
信
ず
」

と
云
ふ
表
現
と
内
容
と
は
成
立
し
な
か

つ
た
の
で
あ

る
。

こ
の
二
つ
の
も
の
は
結
局
同
じ
で
な

い
か
と

疑
は
れ
る
か
も
知
れ
な

い
。
然
し
不
可
思
議
と
不
合
理
と
の
問
に
は
大
な
る
相
違
が
あ
る
。
不
合

理
と
謹
明
さ
れ
得

・
る
こ
と
は
、
解
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
で
は
な

い
。
既
に
明
確

に
不
合
理
な
の
で
あ

る
。
然
し
不
可
思
議

は
審
議
未
了
の

歌
態
で
あ
り
、
認
識
的
明
快
を
鉄
く
領
域
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
か

、
る
も

の
を
信
す
る
こ
と

～
、
明
確

に
不

合
理
な
る
も
の
を
信
す
る
こ
と

～
は
自
ら
相
達
が
め
る
べ
き
で
あ

る
。

(
二
)

。

佛
教
は
信
を
以

つ
て
能

入
す

る
と
共

に
、
叉
極
め
て
明
快
な
識
別
を
根
擦
と
す

る
。
例

へ
ば
八
正
道

の
第

一
は
正

見
に
始

つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
正
し
き
知
見
を
以

つ
て
、
正
し
き
認
識
を
構
成
す
る
こ
と

で
あ
り
、

こ
れ
を
根
篠
と
し

て
修
道

の
實
践

に
…進
む

の
で
あ
る
。
無
明
は
無
智
と
同
意
を
示
す
場
合
も
あ
り
、
意
馬
心
猿

の
響
喩
に
於
て
、
意
は

煩
櫛

へ
の
動
力
で
あ
り
、
叉
妄
情
妄
念
と
し
て
情

は
盲
目
的
で
あ
り
、
智

の
み
ひ
と
り
よ
く
談
道
の
方
法
と
し

て
定

立
さ
れ
て
ゐ
る
。

.

-

佛
敏
全
般
を
概
論
す
る
こ
と
は
困
難
な
企
で
あ
る
が
、
古
來
こ
の
試
に
於
て
最
も
要
約
的

に
大
乗
を
説
明
し
た
も

の
は

「
大
乗
起
信
論
」

で
あ
る
。
こ
の
こ
と

に
は
さ
程
摩
擦
的
な
異
議
は
無

い
と
考

へ
ら
れ

る
。
こ
れ
は
名
稻

に
於

て
翫

に

「
起
信
」
論
と
名
づ
け
て
、
信
根
を
培

ふ
著
書

で
あ
る
こ
と
を
表
示
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
叙
述
並
び
に
分
析
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は
甚
だ
明
快
な
も
の
が
あ
る
。

一
心
を
摩
詞
術

の
膣
と
し
、
こ
れ
を
眞
如
、
生
滅

の
二
門
に
分

つ
て
本
膿
と
現
象
と
の

爾
面
を
提
示
し
、
か

、
る
理
論
的
骨
儲
を
某
礎
と
し
て
實
践
的
修
遣

の
過
程
に
進
む

の
で
あ
る
。
か

～
る
こ
と

の
理

論

は
決

し
て
輩
純
な
も
の
で
は
な
く
、
思
想
そ
の
も
の
に
課
せ
ら
れ
た
る
不
可
解

の
難
問
を
随
所
に
持

つ
て
ゐ
る
。

そ
れ

に
も
拘
は
ら
す
、
こ
の
種
の
難
問
を
明
快
に
解
繹
し
よ
う
と
努
力
し
て
ゐ
る
。
少
く
と
も
起
信
論

に
於
て
は
、

思
想
的

不
可
解
な
難
問
が
難
問
と
し
て
全
貌
を
露
呈
し
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
曖
昧
模
糊
と
し
て
、
可
解

の
如

く
不

可
解

の
如
く
、
難
問
の
如
く
難
問
な
ら
ざ
る
が
如
き
瀞
怪
的
叙
述
に
於
て
、
認
識
的
煙
幕
を
教
網
と
す
る
傾
向
に
比

す
る
な
ら
ば
、
難
問
を
難
問
と
し
、
不
可
解
を
不
可
解
と
す
る
限
界
明
示
に
於
て
重
要
な
る
意
味
を
持

つ
て
ゐ
る
の

で
る
る
。

輝

の
敏
義
は
多
檬

で
あ
り
、
読
相
叉
必
す
し
も

一
つ
で
は
な
い
。
然
し
教
義
読
相

に
組
織
的
膿
系
を
與

へ
る
と
云

ふ
こ
と

に
な
る
な
ら
ば
、
起
信
論

に
於
け
る
結
構

の
如
き
も

の
が
、
そ
れ
の
重
要
な
る
骨
罷
を
な
す
で
あ
ら
う
。
麗

は
も
と
よ
り
甚
だ
多
く
華
嚴

の
教
理
を
取
り
、
天
台
の
敏
相
を
探
用
し
て
ゐ
る
。
然
し
こ
れ
ら
の
敏
理

の
根
本
に
於

て
、
起
信
論
的
な
教
義
組
織
を
包
藏
し
て
ゐ
る
。

か
～
る
敏
義
組
織

の
上
に
灘
の
實
践
的
敏
旨
が
成
立
し
て
ゐ
る
關

係
上
、

そ
れ
は
甚
だ
思
辮
明
快
的
傾
向
に
あ

る
こ
と
を
了
解
す

る
こ
と
が
出
來
る
。

(
三
)

思
想

の

一
大
獲
遷
は
さ
程
簡
輩

に
成
立
す
る
も
の
で
は
な

い
。
殊
に
思
想
に
於
け
る
根
本
原
理
は
、
そ
れ
の
適
用

藤
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
一二
)

21



暉
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
ニ
ニ
)

、

さ
れ
る
範
園
が
甚
だ
廣

い
の
で
あ
り
、
從

つ
て
中
椹
に
於
て
獲
遽
の
核
心
が
成
立
し
て
ゐ
る
に
拘
は
ら
す
、
そ
れ
の

枝
末

に
亘
る
歴
吏
的
諸
現
象

に
於
て
は
、
荷
依
然
と
し
て
在
來

の
傾
向
が
踏
襲
さ
れ
る
場
合
が
甚
だ
多

い
の
で
あ

る

そ
こ
に
は
在
來
の
考
を
支
持
す

る
物
的
並
び
に
慣
習
的
諸
要
素
が
充
足
し
て
ゐ
る
が
ら

で
あ
る
。
か
く
て

一
つ
の
大

な
る
思
想
凝
蓬
に
は
時
間
を
必
要
と
す
る
。

す
べ
て
汎
神
論
は
汎
理
論
と
同
じ
性
質

で
あ

る
。
汎
紳

で
あ

る
限
り
、
そ
れ
は
人
格
憩

た
る
こ
と
は
出
來
な

い
。

從

つ
て
そ
の
紳
は
理
で
あ
り
、
法
則
で
あ
り
、
眞
如

で
あ
り
、
法
身
た
る
べ
き
で
あ
る
。
佛

の
三
身

の
中
、
鷹
身
は

歴
史
的
人
格
な
る
が
故

に
、
事
々
物
々
に
遍
在
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
報
身

も
亦
人
格
紳
な
る
が
故

に
時
慮
の
制

限
が
規
定
さ
れ
る
。
か

＼
る
關
係
よ
り
し

て

一
切
時
、

一
切
庭

に
於

て
、
常

に
同
じ
く
存
在
し
得
る
は
如

々
の
理
で

あ
り
、
法
性

で
あ
り
、
法
身
で
あ
る
。
從

つ
て
汎
紳
論

一
般

は
、
そ
れ
が
純
粋

で
あ

る
限
り
汎
理
論
と

一
致
す
る
。

藤
宗
が
往

々
理
宗
と
さ

へ
考

へ
ら
れ
る
の
は
こ
の
關
係
か
ら

で
あ

る
。

(
四
)

灘
宗
勃
興
期
に
於
け
る

一
般
時
代

の
思
想
傾
向
が
、
紳
怪
性
か
ら
全
く
離
脱
し
て
ゐ
た
の
で
も
な
く
、
明
快
性
を

相
當
に
獲
得
し
て
ゐ
た
の
で
も
な

い
。
紳
怪
朦
朧

の
慣
習
性
は
相
當

強
い
歴
力
を
表
示
し
て
ゐ
る
。
職
宗
勃
興
當
時

.
に
於
け
る
在

來
佛
教
各
宗
と
の
摩
擦
的
史
實
が
こ
の
こ
と
を
立
謹
す
る
。
天
龍
寺
創
立
當
時
に
於
け
る
叡
山
の
反
抗

と
腿
迫
の
如
き
は
そ
の
著
し
い
例
讃
で
あ
る
。
然
し
か
う
し
た
歴
力

の
下
に
於
て
、
既

に
明
快
を
要
求
し
、
清
爽
を

'
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求
む
る
汎
神
的
並
び
に
汎
理
的
傾
向
は
、
漸
次
畳
醒
の
氣
蓮
に
向

つ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
。
「
無
奇
特
」
「
無
功
徳
」
な

る
租
師
定
立
の
明
快
性
は
、
摩
詞
不
思
議
力
に
の
み
依
託
し
よ
う
と
す
る
風
潮
を
批
勃
し
得
る
道
程
に
上
つ
た
の
で

、

あ

る
。

前

時
代
、
帥
ち
李
安
朝
初
期
に
於
け
る

「
無
奇
特
」
的
明
快
性

の
反
蹄
的
記
蓮
と
し

て
、
次
の
大
鏡
の

一
節
が
讃

ま
れ
る
。
そ
れ
は
藤
原
氏
勃
興
と
佛
堂
建
築

の

「
奇
特
事
」

「
功
徳
事
」

で
あ
る
。

「
内
麿

の
大
臣
の
御

三
郎
冬
嗣
の
大
臣
は
、
左
大
臣
ま

で
な
り
給

へ
り
。
贈
太
政
大
臣
…
…
…
鎌
足
の
御
代
よ
り

榮

え

ひ
ろ

で
り

給

へ
る
、
御

末

々
や

う
く

う

せ
給

ひ

て
、

こ
の
冬
嗣

の
程

は
、
む

げ

に
心

細

く
な

り
給

へ
り

。

そ
の
時
は
源
氏

の
み
ぞ
、
さ
ま
/
＼

大
臣
公
卿
に
て
お
は
せ
し
。
そ
れ
に
こ
の
大
臣
な
ん
南
圓
堂
を
た
て
、
、

丈
六
の
不
塞
羅
索
観
音
を
す
え
奉
・り
給
ふ
。

さ
て
や
が
て
ふ
く
ゑ
ん
さ
く
纒

一
千
巻
供
養
し
給

へ
り
。
今

に
そ

の
経
あ
り

つ
～
、
藤
氏
の
人

々
と
り
守
り

に
し
あ
ひ
給

へ
り
。
そ
の
佛
経

の
力
に
こ
そ
侍

る
め
れ
。
ま
た
さ
か

え
て
、
帝

の
御
後
見
今

に
た
え
す
、
末

々
せ
さ
せ
給

ふ
め

る
は
。
そ
の
供
養
の
日
ぞ
か
し
。

こ
と
姓
の
上
達
部

あ
ま
た
、
日
の
う
ち
に
う
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
ま
こ
と
に
や
人

々
申
す
め
り
。
」

大
鏡
の
著
書
は
、
冬
嗣
以
後
藤
原
氏
の
繁
榮
を
佛
寺
建
立
の
功
徳
事
、
奇
特
事
と
し
て
解
繹
し
て
ゐ
る
。
更
に
叉

、

道
長

の
佛
寺
建
立
の
盛
大
と
そ
の
所
願
と
の
關
係
に
及
ん
で
ゐ
る
。

・

「
太
政
大
臣
道
長
の
大
臣
は
、
太
皇
太
后
宮
彰
子
、
皇
太
后
宮
研
子
.
中

宮
威
子
、
東
宮
の
御
息
所

の
御
父
、
當

騨
め否
勃
興
期

に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
二
三
)

,
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四
)

代
並
に
東
宮

の
御
祀
父
に
お
は
し
ま
す
。
こ
、
ら

の
御
中
に
后
三
人
な
ら
べ
す
ゑ

て
見
奉
ら

せ
給

ふ
事
は
入
道

殿
下
よ
り
外

に
聞
え
さ
せ
給
は
ざ
め
り
…
…
…
さ
う
や
聞
召
し
あ

つ
め
よ
。
日
本
國

に
は
唯

一
無

二
に
お
は
し

ま
す
。
ま
つ
は
造
ら
し
め
給

へ
る
御
堂
な
ど
の
あ
り
さ
ま
噛
鎌
倉

の
大
臣
の
多
武
峯
・、
不
比
等
大
臣
の
山
階
寺

基
経
の
大
臣
の
極
樂
寺
、
忠
李
の
大
臣
の
法
性
寺
、
九
條
殿

の
携
嚴
院
、
あ
め
の
み
か
ど

の
つ
く
り
給

へ
る
東

大
寺
も
、
佛
ば
か
り
こ
そ
は
大
き

に
お
は
し
ま
す
め
れ
ど
、
な
ほ
こ
の
無
量
壽
院
に
は
な
ら
び
給
は
す
…
…
…

か
る
が
ゆ
ゑ

に
、

、こ
の
無
量
壽
院
も
、
思

ふ
に
、
お
ほ
し
め
し
願
す

る
事
侍

り
け
ん
。
L

か

、
る
思
想
と

「
無
功
徳
」

「
無
奇
特
」

の
思
想
と
は
相
當
大
な
る
距
離

の
あ

る
こ
と
を
學

ぶ
こ
と
が
出
來
る
。

鷹
山
煙
雨
漸
江
潮
は
、
到
り
得
蹄

り
來
る
も
別
事
な
く
、
櫨
山
は
煙
雨
漸
江
は
潮
で
あ
り
、
そ
こ
に
期
待
さ
れ
る

べ
き
摩
詞
不
思
議

の
怪
奇
的
奇
特
事
が
生
れ
來
る
の
で
は
な

い
。

コ
ニ
級
波
高
う
し
て
魚
、
龍

に
化
す
L
は
生
死
の

超
越
で
あ
り
、
有
無
の
矛
盾
を
切
断
し
蓋
す

一
大
飛
躍

で
は
あ
る
が
、
紳
怪
的
不
可
思
議
の
奇
瑞

で
は
な
く
、
到
り

得
蹄

り
來
れ
ば
別
事
な
き
盧
山
は
煙
雨
漸
江
は
潮

で
あ

る
。
交
字
通
り
に
魚
が
龍

に
化
す
る
の
で
は
な
く
、
心
境
の

一
大
…愛
化
、

一
大
創
造
が
、
こ
の
種
の
表
現
に
於
て
書

へ
ら
れ

て
ゐ
る
め
み
で
あ
る
。

暉
宗
勃

興
期

に
於
け
る
麗
も
亦
紳
怪
的
摩
詞
不
思
議
を
廻
避

し
、
努
め
て
自
然

に
人
事
並
び
に
出
世
間
事
を
庭
理

し
て
ゐ
る
。
佛
菩
薩
の
如
き
森
嚴
に
し
て
超
越
性
を
さ

へ
附
與
さ
れ
勝
ち
に
な

つ
て
ゐ
る
畳
者
が
、
極
め
て
軍
板
な

る
人
間
性
に
於

い
て
、
叉
内
在
性
に
於
て
了
解

さ
れ
把
握

さ
れ
や
う
と
し
て
海
る
。
試
み

に
寂
室
和
省
語
録
を
借
り

24



て
、
寒
山
の
賛
句
を
護
む
で
あ
ら
う
。

家

在

五

壷

蹄
・
不

得

路

頭

忘

郡

巳

多

時

援

毫

側

立

寒

岩

下

想

亦

鷹

題

落

韻

詩

-

文
珠
菩
薩
化
身

の
傳
あ

る
寒
山
を
以

つ
て
落
韻
詩

の
作
者
に
擬
す
。
聖
者
を
人
間
に
蹄
着

せ
し
め
、
乙
の
脱
落

に

依

つ
て
風
光
の
清
洒
、
心
境

の
自
由
を
標
示
し
て
ゐ
る
。
化
現

の
聖
者
も
こ

～
に
到

つ
て
は
紳
怪

の
力
を
表
示
す

る

こ
と
は
出
來
な

い
の
で
あ
る
。
叉
同
じ
く
塞
山
を
賛
し
て
云

ふ
。

強

謂

吾

心

似

秋

月

孚

知

肚

裏

暗

昏

々

、

、

不

須

合

掌

勢

人

事

蹄

去

毫

山

且

掩

門

肚
裏
暗
昏

々
は
似

て
非
な
る
秋
月
明
朗

の
假
面
を
奪
ひ
去

つ
て
、
如
實

の
自
由
に
於
て
蹄

來
別
事
な
き
漸
江
の
潮

を
見

る
。
す

べ
て
神
怪
性
、
不
可
思
議
奇
特
性

に
樹
す
る
近
代
的
明
快
で
あ
る
。

(
五
)

更

に
寂
室
和
尚
語
録
の

一
節

「
示
眞
源
灘
者
」

の
法
語
を
學

ぶ
べ
き
で
あ

る
。
長
か
ら
ざ
る

一
篇
、
よ
く
屡
暉

の

眞
義
を
閾
明
し
、
煩
項
の
思
辮
と
妄
想
と
を
避
け
て
性
鑑
の
深
庭
に
透
徹
す
べ
き
を
目
的
と
し
、
こ

、
に
進
む
道
程
`

と
し

て
當
然
行
は
る
べ
き
日
常
の
必
要
を
提
示
し
て
ゐ
る
。
精
紳
と
し
て
最
も
着
實
な
る
道
程
で
あ
り
、
何
等
な
紳

怪
的
超
越
者
の
不
可
思
議
力
を
期
待
し
て
ゐ
な

い
。
言

々
句

々
す

べ
て
着
實
な
る
屡
究

の
指
針
で
あ

る
。
曰
く

「
法

　蝉
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
二
五
)
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弟
眞
源
、

一
日
紙
を
出
し
て
法
語
を
需

め
、
日
常

の
警
策
と
な
さ
ん
と
す
。
予
謂
ら
く
、
法
語
は
道
眼
明
自
底
、
本

色

の
宗
匠
の
事
業
な
り
:
…
…
・老
拙
法
に
於
て
未
だ
夢
に
だ
も
見
ざ
る
こ
と
あ
り
。
語
も
ま
た
曾
て
學
得
し
來
ら
す

筆
を
下
す

に
分
な
き
を
孚
奈
せ
ん
。
何

に
況
ん
や
、
我
宗

に
語
句
な

く
、
亦

一
法

の
人
に
與

ふ
る
な
し
。
此
の
説
の

下
、
問

に
髪
を
容

れ
す
。
然
り
と
錐
、
汝
今
懇

に
請

ふ
こ
と
に
勤
め
た
り
。
己
を
獲
す
し

て
些

の
屋
裡

の
話
を
打
す
。

汝
は
既
に
屋
裡
の
人
な
り
。
想
ふ
に
亦
外
頭
に
出
だ
さ
じ
。
今
時
學
道
の
兄
弟
、
十
箇

に
五
隻
あ
り
。
知
解

の
過
患

あ
る
を
免
れ
す
。
汝
知
ら
ざ
δ
べ
か
ら
す
。
綾

に
衆

に
入
り
來
つ
て
、
手
脚
未
だ
穏
か
な
ら
す
。
無
始
劫
鑛
の
煩
惜

未
だ
曾
て

一
鮎
も
屏
除
し
將
ち
去
む
す
。
叉
曾

て
着
實
に
工
夫
を
な
さ
ず
。
亦
曾

て
箇
の
悟
由
を
得
す
。
遽

か
に
他

の
從
上
過
量
底

の
人

の
読
話
を
愉

ん
で
、
以
て
己
が
有
と
な
し
、
口
を
開

い
て
便
ち
道
ふ
。
元
來
法

の
得

べ
き
無
く

遣
の
修
す

べ
き
な
し
、
三
業
必
す
し
も
愼
ま
す
、
諸
戒
必
す
し
も
守
ら
す
、
元
生
死
の
相
な
し
、
畳
淫
榮

の
心
あ
ら

ん
や
、
又
云
く

一
代
藏
教
の
文
は
瘡
を
を
拭

ふ
の
故
番
,
千
七
百
の
公
案
は
、
腐
欄

の
葛
藤
な
り
と
。
忽
ち
人

に
如

何
な
る
か
是
れ
灘
と
問
著
せ
ら
れ
て
、
便
ち
拳
を
竪

て
、
喝
を
下
し
、
目
を
怒
ら
し
、
眉
を
さ

、
へ
て
胡
齪
に
支

へ

將
ち
去
る
。
甚
し
き
も
の
は
、
佛
を
罵
り
租
を
呵
し
、
紳
を
欺
き
鬼
を
隔
し
て
因
果
を
撲
無

し
馬
事
と
し
て
爲
さ

ゴ

る
な
し
。
之
を
地
獄

の
澤
と
云
ふ
。
佛
も
ま
た
救
ひ
難
し
。
有

る
底
は
聰
明
の
資
を
以
て
内
外

の
典
籍
を
漁
猟
し
、

玄
と
談
じ
、
妙
と
談
じ
、
心
と
読
き
、
性
と
説
き
、
江
月
松
風
を
調
詠
し
て
心
地
の
印
と
な
し
、
青

山
緑
水
を
和
會

し
て
本
來
の
身
と
な
す
。
有

る
底
は
只
管
澤
潔
の
球
子
を
打
し
て
、
是
句
も
ま
た
削
り
、
非
句
も
ま
た
削
り
、
但
だ
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一
塵
も
立

つ
せ
ざ
る
と
こ
ろ
に
向

つ
て
行
履
す
。
全
く
知
ら
す
,
箇

は
是
れ
陰
識

の
會
通
な
る
を
。
更

に

一
等
の
人

あ
り
。
諸
家
の
語
録
を
把

つ
て
藪
百
句
を
抄
爲
し
、

一
冊
乏
な
し
て
懐
中

に
牧
在

し
、
密

々
背
取
し
て
、
到
る
と
こ

ろ
互

に
相
問
酬
す
。

一
句
多
き
底
は
僑
慢

の
氣
、
面
に
盗
れ
、●
一
句
少
き
底
は
葱
愚

の
氣
、
胸

に
塞
る
。
者
般
底

の

屡
暉

に
似

た
ら
ば
、
如
何
か
生
死

に
敵
し
得
ん
。
臓
月
三
十
日
到
來
せ
ば
悔
ゆ
と
も
將
た
及
ば
ざ
ら
ん
。
汝
既

に
箇

の
事
を
知
ら
ば
、
須
く
是
れ
歩
を
退
け
、
己
に
つ
い
て
置
ハ墾
實
究
し
去
る
べ
き
な
り
。
老
拙
汝
が
爲
に
轍
ち
十
件

の

要
須
を
述
し
て
、
具

に
後

に
在
く
。
汝
當

に
歯
を
設
ふ
る
迄
、
遵
守
し
て
行
す

べ
し
。
遮
幾

く
は
虚
に
袈
裟
下
の
士

と
作
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
L
と
し

て
次
に
十
件

の
要
須
を
基
げ
て
ゐ
る
。
曰
く

「
一
つ
に
は
生
死
事
大
、
無
常
遊
速
、
須
実
も
忘
念
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
要
須
す
。

二
に
は
、
行
住
坐
臥
身

心
を
槍
束
し
て
、
律
儀
を
殿
犯
せ
ぎ
ら
ん
こ
と
を
要
須
す
。

・

三
に
は
、
偏
室
を
執

せ
す
、
精
進

に
誇
ら
す
、
二
乗
の
見
に
堕
す
る
こ
と
な
き
を
要
須
す
。

四

に
は
、
意
を
撮
し
、
語
を
愼

み
、
日
夜
静
坐
し
て
、
閑
妄
想
を
遠
離
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
要
須
す
。

五

に
は
、
昭
々
業
々
を
認

め
て
、
黒
山
下
の
鬼
窟
裡

に
坐
す
る
こ
と
な
き
を
要
須
す
。

六

に
は
、
寝
を
屡
し
餐
を
忘
し
、
壁
立
萬
偲

に
し
て
、
.鐵
脊
梁
を
竪
起
せ
ん
こ
と
を
要
須
す
。

七
に
は
、
父
母
未
生
前

、
那
箇

か
我
が
本
來
の
面
目
と
看
ん
こ
と
を
要
須
す
。
・

.八

に
は
、
話
題
に
屡
じ

て
、
工
夫
綿
密
な
り
と
雛
も
、
急

に
悟
明
を
求
む

る
こ
と
な
き
を
要
須
す
。

8

輝
宗
勃
興
期

に
於
け
る
近
代
的

諸
要
素

・

(
二
七
)

27



輝
宗
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・

・

(
二

氏
)

●

九

に
は
、
寧
ろ
登
明
せ
で
し
て
百
千
劫
を
経
と
も
、
第

二
念
を
生
ぜ
ざ
ら
ん
こ
と
を
要
須
す
。

十
に
は
、
大

心
不
退
、
大
法
洞
明
、
佛

の
慧
命
を
紹
績

せ
ん
こ
と
を
要
須
す
。L

十
件

の
要
須
事
、
す

べ
て
實
践
的
律
儀
を
重
ん
じ
、
偏
執
を
離
れ
、
ひ
た
す
ち
昭
々
昊
々
を
認
め
て
、
黒
山
下
の

鬼
窟
裡
を
排
斥
し
、
た
と
ひ
百
千
劫
を
纏
と
も
第

ご
念
を
生
ぜ
す
、
大
法
洞
明
、
佛

の
慧
明
を
縫
承
す

べ
き
を
説
く

明
白

々
の
指
標
で
あ
り
、

一
黙
暗
狼
な
る
怪
異
性
を
留
め
な

い
。
誠
に
近
代
的
明
快
そ
の
も
の
で
あ

る
。

(
六
)

生
死
事
大
、
無
常
迅
速
の
認
識
、
こ
れ
が
解
脱
の
方
途

と
し
て
律
儀
を
奪
重
し
、
偏
塞
に
堕

せ
す
、
精
進

に
誇
ら

す
、
た
と
ひ
百
千
劫
を
纏
と
も
第
二
念
を
生
ぜ
ざ
る
こ
と
は
佛
教

の
通
規

で
あ
る
。
特

に
そ
れ
は
灘
宗
固
有

の
も
の

と
す

べ
き

で
な
く
、
且

つ
こ
の
時
代

の
特
異
性
と
す
べ
き
で
は
な

い
で
な
い
か
。
少
く
と
も
我
が
國
に
於
け
る
佛
敏

は
、
こ
の
畳
悟

に
於
て

一
貫
し

て
ゐ
る
も

の
を
具

へ
て
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
か
う
し
た
疑
問
が
當
然
提
出

さ
れ
る
べ

き
で
あ

る
。

こ
の
疑
問
に
封

し
て
如
何
に
こ
の
時
代
の
特
異
性
を
決
定
す

べ
き
で
あ
る
か
。

こ
の
問
題
を
極
め
て
簡
軍
に
且

つ
圖
式
的
に
解
し
得
ん
が
爲
に
、
こ

、
に
聖
徳

太
子
の
法
華
輕
義
疏
と
、
花
園
法

皇
御
製

の
法
華
品
繹
と

の

一
部
を
比
較
封
照
し
て
、
各

の
特
異
性
を
學
び
た
い
と
思
ふ
。
爾
著
は
共

に
同

一
圭
題
な

る
法
華
・纏

の
解
縄
∴だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
爾
著
の
比
較

に
當

つ
て
豫
め
次
の
三
項
を
注
意
す

べ
き

で
あ

る
。
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一
、
品
繹
は
軍
に
品
の
大
意
を
歎
十
字
乃
至
歎
百
字

に
叙
述
さ
れ

て
ゐ
る
が
、
義
疏
は

一
経

の
疏
繹

で
あ
る
こ
と

從

つ
て
品
糧
は
綱
要
提
示
的

、
義
疏
は
義
豚
精
叙
的

で
あ
る
。

二
、
義
疏
は
六
朝
佛
敏
系

の
思
想

で
あ
り
、
圭
と
し
て
般
若
思
想
的

で
あ
り
、
俺

天
台
的
融
通
無
碍
思
想
以
前

で

あ

る
。
然
し
品
繹
は
か

、
る
思
想
の
得
失
を
洞
観

し
得
ら
れ
た
結
果

で
あ
り
、
教
相
分
析

の
極
弊
を
離
脱
す
る

こ
と
が
主
眼
で
あ
る
。

一『

義
疏
は

一
千
三
百
餓
年
前

の
作
、
品
繹
は
六
百
絵
年
前

で
あ

つ
て
、
七
百
年

の
時
代
的
相
違
を
持

つ
。
云
は

駁
品
繹
は
義
疏
と
現
代
と
の
中
央
距
離

に
相
當
す
る
。

こ
の
距
離
を
考
慮

に
置
く
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
要
鮎
を
條
件
と
し

て
、
爾
書
の
異
同
を
考

へ
る
な
ら
ば
、
何
う
な
る
で
あ
ら
う
か
。

(
七
)

雨
書
に
於
け
る
大
綱
要
約
的
の
も
の
と
し

て
、
品
澤
、
序

の
最
初
と
、
義
疏
の
最
初
と
が
並

べ
墨
げ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

品

繹

「
夫
法
華
者
、
三
世
諸
佛
之
本
懐

、

一
切
衆
生
之
性
相
也
」

義

疏

「
夫
妙
法
蓮
華
経
者
、
蓋
是
捻
取
昌萬
善
「合
爲
二
一
因
乏

豊
研
、
七
百
近
壽
轄
成
雛長
遠
嚇之
紳
藥
」

輝

宗
勃
興
期

に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
二
九
)
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暉
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

(
三
〇
)

義
疏
は
萬
善

一
因
を
法
華
の
圭
眼
と
し
、
品
羅
は
、
衆
生

の
性
相
を
本
質
乏
し
て
ゐ
る
。
義
疏
は
得
脱
の
敏
旨
を

圭
と
し
、
品
繹

は
法
界
の
膿

と
し
て
法
華
を
提
示
し
て
ゐ
る
。

「
つ
は
敏
相
と
し
、
他

は
實
在
と
し
、
叉

一
は
道
程

と
し
、
他
は
究
覧
と
し
て
ゐ
る
。
字
義
的
解
繹
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
輕
は
教
相
で
あ
る
こ
と
が
穏
當

で
あ

る
が
、
そ

れ
は
得
脱
の
實
現
を
即
座

に
誘
登
し
な

い
。

こ
～
に
實
讃
と
教
相
と
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

品
騨

コ
ニ
世
諸
佛
之
本
懐
」

は
義
疏

の
羅
迦
出
世

の
大
意

に
相
當
す

る
。

「
若
論
下繹
迦
如
來
、
鷹
現

此
土
一之
大

意
・者
、
特
欲
・宜
演
・経
教
・、
脩

詞

蹄
之
妙
因
一、
令
凸得
嵩莫

二
之
大
果
」

が
そ
れ
で
あ

る
。
こ
の
織
全
く
同
趣
で
あ

る

叉
義
疏
の

「
七
百
近
壽
」

以
下
は
品
騨

の
説
明
に
相
當
し
て
ゐ
る
。

然
し
こ
れ
ら
の
類
似

は
次
下
の
思
想

に
於

て
封
比
的

で
あ

る
。

「
同
麟
之
妙
因
」
(
義
疏
)
と

「
會
三
鑑

一
之
理
」

(
品
繹
)
と
は
殆
ん
ど
同
じ
内
容
を
持

つ
に
も
拘

は
ら
す
、
か

～
る
同
婦

の
妙
因
を
誤
る
も
の
は
、
義
疏
で
は
三
乗

の

諸
機
で
あ

る
が
、
品
鐸

で
は
、
天
台
學
の
學
匠
諸
師

で
あ

る
。

義

疏
「
但
衆
生
宿
殖
善
微
、
紳
闇
根
鈍

、
以
τ五
濁
郵
昌於
大
機
一、
六
弊
掩
卯其
慧
眼
轟、
卒
不
レ可
レ聞
昌
一
乗
因
果
之
大
理

、

所
以
如
來
、
随
昌時
庭
宜
'、
初
就
昌鹿
苑
一、
開
昌三
乗
之
別
疏
」

品

葎
「
而
今
踏

台

岳
之
高
凝
一者
、
猫
迷
。途
轍
一、
酌

嚇荊

漢
之
遺
流
一者
、
還
滞
昌牛
溶
甲、
是
則
雛
レ窺
=文
之
當
7眼
、
未
レ知
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義

之
奔

心
、
或
思
一一宏
才
之
聲
碁
一、
多
失
昌菩
提
之
直
鋒

、
學
功
高
者
情
執
愈
深
、
服
葵

増
挨

、
讐

王
之
妙
術

云
窮
、
嵯
呼
痛
哉
L

義
疏
が

一
般
衆
生
の
鈍
根
を
指
摘
し
、

こ
れ
が
誘
引
を
叙
　
し
て
ゐ
る
の
に
反
し
、
品
繹
は
具
象
的

に
現
存

せ
る

天
台
學
匠
の
通
弊
を
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
。

(
八
)

か

、
る
規
格
の
相
遠
は
樹
序
品

の
解
繹
に
於
て
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
義
疏
は
序
品

に
於
け
る
如
來
の
入
定
を
衣

の
や
う
に
考

へ
て
ゐ
る
。

「
如
來
は
既

に
三
世
に
達

し
、
有
無
墜
照
し
た
ま

へ
ば
、
宜
し
く
方

に
入
定
を
須

ふ
べ
き
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
但

學
地
之
人
を
し
て
法
を
重
ん
じ
理
を
曾
び
、
漫
散
を
以

つ
て
爲
れ
説
く
こ
と
莫
ら
し
め
ん
と
欲
し
、
且

つ
彌
勒

を
し

て
問
を
致

さ
し
め
、
文
珠
を
し
て
開
か
し
め
て
將

に
法
花
を
説
く
こ
と
を
せ
ん
と
欲
し
て
、
即
ち
以

つ
て

作
序
と
爲

せ
る
也
」

こ
の
入
定

に
關
し
て
品
繹

は
次
の
や
う

に
読
明
さ
れ
て
ゐ
る
。

「
共
正
意
專
在
昌如
來
入
定
一、
如
來
入
定
中
、

無

二

法
之
可
7読
、

大
衆
野
坐
之
庭
、
無

二

機
之
可
'螢
、
心
念
不

生
、
妙
法
之
名
言
都
無
、
十
界
本
有
迷
悟
之
性
相
豊
存
乎
、
観

心
不
レ到
、
智
辮
不
レ及
…
…
…
頭

日

身
心
不
動
定
中
坐
、

一
代
五
時
無
昌奈
何
一、
堪
レ笑
文
珠
古
今

読
、
更
將
"語
獣
一莫
γ窺
レ他
」

輝
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素
.

・

(
三
一
)

3f



暉
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
素

・

(
三
二
)

経

の
説
相
を
離
れ
て
、
言
説
の
絶
所
を
示
し
、

一
路
本
源

の
も

の
に
向
ふ
の
で
あ
る
。
観

心
不
到
で
あ
り
、
智
辮

不
及
の
無
所
得
底

で
あ
る
。
経

の
文
字
を
離
れ
て
、
義

の
正
豚

に
進
み
、
更

に
義

の
正
豚
を
離
れ
て
、
無
義
の
妙
所

に
進
む
傾
向

の
指
示
で
あ
る
。
敏
相
的
理
解

の
態
度
は
法
華
経
義
疏
以
來
常

に
敏
學

の
傳
統

で
あ
り
、
こ
の
も
の
を

離
れ
て
佛
敏
教
學
は
あ
り
得
な
い
観
が
あ

つ
た
。

か
、
る
傾
向
が
品
繹
的
な
態
度

に
依

つ
て
、
具
象
的

に
、
明
快
的

に
、
叉
紳
話
神
怪
を
離
脱
し
て
帥

心
そ
の
も
の
、
本
性

に
内
観

の
眼
を
向
け
て
ゐ
る
こ
と
を
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
た
と
ひ
要
素
的
に
は
前
時
代

に
あ
り
得
た
と
す
る
も
、
か

、
る
明
瞭
性

に
於
て
、
叉
か

》
る
顯
勢
性

に
,

於
て
實
現
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
特

に
こ
の
期

の
特
色
と
す
る
こ
と
が
出
來
る
の
で
あ
る
。

、

第
六
、
明

快

性

.

(

闘
)

上
來
灘
宗
勃
興
期

に
於
け
る
縄
宗
精
紳

の
特
徴
を
、
人
間
性
の
確

立
、
個
禮
の
奪
重
、
並
び

に
思
辮
明
快
性

の
三

黙
と
し
て
考
察
し
た
の
で
あ

る
。

そ
れ
は
結
局
前
時
代

に
於
け
る
紳
怪
性

の
脱
却
、
形
式
的
普
遍
の
察
虚
性
か
ら
の

離
脱
、
そ
し
て
叉
超
越
的

不
可
思
議
性

に
封
す

る
訓
話
的
朦
朧
性
か
ら
の
分
離
を
意
味
す
る
。

こ
れ
ら
の
神
怪
性
、

室
虚
性
、
朦
朧
性
は
畢

覚
教
理
そ
の
も
の
～
非
客
観
性
、
非
現
實
妥
當
性

に
蹄
着
さ
れ
る
。
教
義
並
び
に
宗
派
の
盛

衰
は
必
す
し
も
常
に
汰
並
び

に
歴
吏
的
事
獲
の
必
然

に
依

つ
て
決
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
教
義
そ

の
も

の
、
妥
當

性

に
依

つ
て
規
定
さ
れ

る
多
く
の
領
域
を
持

つ
。
自
然
並
び
に
人
問
の
眞
實
を
読

明
し
、
妥
當
な

る
實
践

の
規
範
を

-

・
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確
立
す
る
に
足
る
暴

は
・
多
あ

肇

的
披
巧
を
超
越
し
て
勃
興
し
得
ぺ
き
素
地
を
持
ち
.
斐

當
的
要
康
を
本

質
と
す

る
教
義
は
、
多
く
の
人
爲
的
擁
護
t
も
拘
は
ら
す
、
嚢

蓮
に
趣
く
べ
き
素
地
を
持

つ
。
輝
宗
的
思
辮

の
よ
く

他
の
教
義
を
駆
し
て
勃
興
し
來
た
の
は
、
そ
の
人
間
性
確

立
の
黙

に
於
て
、
即
今
實
在
な

る
具
象
的
個
膿

の
奪
重
に

於

て
、
更
に
思
辮

の
明
確
性

に
於

て
、
他
の
教
義

に
優
越
し
得
る
客
観
的
妥
當
性
を
具
入
得
た
が
爲

で
あ
る
。
そ
し

て
か

～
る
三
つ
の
傾
向
は
約
言
す
る
な
ら
ば
近
代
的
明
快
性
と
云
ふ
こ
と

に
蹄
す
る
の
で
あ

る
。

(
二
)

も

然
し
他
面
よ
り
す
る
な
ら
ば
灘
は
必
す
し
も
明
快
性

の
み
で
は
な
く
、
幽
玄
性
、
神
秘
性

の
多
く
の
も
の
を
包
藏

臨し

て
ゐ
る
の
で
は
な

い
か
・
そ
し
て
そ
れ
は
寧
ろ
暗
黒
そ

の
も
の
で
あ

つ
た
や
う
な
中
世

の
時
代
に
育
ち
、
中
世

の

精
紳
を
多
量

に
含
ん

で
ゐ
る
で
は
な
い
か
と
反
論

さ
れ
得
る
か
も
知
れ
な

い
。

一
般
に
鎌
倉
、
室
町
の
時
代
を
通
じ
て
暗
黒
そ
の
も
の
で
あ

る
か
の
如
き
考
察
が
試
み
ら
れ

て
ゐ
る
。
殊

に
佛
敏

教
義

の
關
係
す

る
限
り
、
そ
れ
が
末
法
時
代

に
入

つ
た
と
云
ふ
こ
と
に
於

て

一
さ
う
暗
黒
性
を
激

し
い
も
の
に
す
る

傾
向

に
置
か
れ
て
ゐ
る
。
例

へ
ば
浄
土
教

に
關
係
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
選
揮
集

の

「
末
法
萬
年
後
、
飴
行
悉
滅
、

特
留
念
佛
文
」
が
墨
げ
ら
れ
て
末

法
的
暗
黒
が
謹
明
さ
れ
、
叉
正
像
末
和
讃
の

「
像
末
五
濁

ノ
世

ト
ナ
リ
テ
、
繹
迦

ノ
遺
教

カ
ク

レ
シ
ム
、
彌
陀

ノ
本
願

ヒ
ロ
マ
リ
テ
、
念
佛
往
生

サ
ヵ
リ
ナ
リ
」

も
こ
の
こ
と

へ
の
引
謹
と

さ
れ

て
ゐ

る
。
事
實

「
正
像

ノ
ニ
塒

パ
オ

ハ
リ

ニ
キ
、
如
來
ノ
遺
弟
悲
泣

セ
ヨ
」
と
述

べ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
末
法
に
な

つ
た

藤
宗
勃
興
期
に
於
け
る
送
代
的
諸
要
索

(
三
三
)



輝
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
索

、
(
三
四
)

と
云
ふ
こ
と
か
、
軍
純

に
喜
ば

さ
れ
、
叉
明
快

に
な

つ
た
も

の
と
は
云
は
れ
な

い
。
こ
の
傾
向
は
必
す
し
も
澤
土
藪

に
限
ら
な
い
。
前
掲
寂
室
の
十
件
要
須
事

に
於
て
も
、

「
生
死
事
犬
、
無
常
迅
速
」
は
生
死
巖
頭

に
於
け
る
悲
痛
事

で
あ
る
。
然

し
こ
れ
ら
の
こ
と
を
輩
純

に
暗
黒

そ
の
も
の
で
あ
る
と
す

る
こ
と
は
出
來
な

い
。
何
故
な
ら
ば
、
末
法

萬
年
、
絵
行
必
滅
で
は
あ

る
が
、
特
留
念
佛
で
あ
り
、
特
留
此
経

で
あ
り
、
更
に
叉

「
彌
陀

ノ
本
願

ヒ
ロ
マ
リ
デ
、

念
佛
住
生
サ
ヵ
リ
ナ
リ
」
だ
か
ら

で
あ
る
。

特
留
念
佛

で
あ
り
、

特
留
此
経
で
あ
り

「
念
佛
佳
生

ず
ヵ
フ
」

な
ら

ば
、

こ
れ
ほ
ど
明

い
こ
と
は
な

い
と
も
考

へ
ら
れ
る
。
煩
項

の
教
網
に
依

つ
て
推
理
が
迷
途
化
す
る
に
封
し
、

一
念

の
稽
名
に
於
て
即
生
佛
國
の
素
懐
が
途
げ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
云
は

ゴ
無
用
の
も
の
が
清
え
て
、
有
用
な

る
も
の

㌧
み

が
残

っ
た
姿

で
あ
る
。
か
く
の
如
く
に
し

て

「
念
佛
往
生

サ
ヵ
リ
ナ
リ
」

の
光
明
が
あ
り
、
そ
の
後

の
登
展
ま
た
こ

れ
を
實
現
し
た
の
で
あ
る
。
最
も
こ
の
世
を
暗
黒
化

せ
る
浄
土
教
に
於
て
す
ら
、
既

に
こ
の
種

の
明
快
性
を
支
持

し

て
ゐ
る
。

況
し
て
汎
神
的
帥

心
即
佛
の
灘
宗

に
於
て
は
、
決
し
て
そ
れ
ほ
ど
の
暗
黒
性
は
持
た
ぬ
筈
で
あ
る
。

も
と
よ
り
こ
れ
ら

の
時
代

に
於
て
暗
黒
性
が
無

い
と
云
ふ
の
で
は
な

い
。

一
般
的

に
暗
黒
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
時

代

に
於
て
す
ら
、
入
性
の
進
展
的
開
登
性
は
既

に
そ
の
本
質

に
於
て
明
快
性
を
實
現
し
、
來
る
べ
き
時
代

の
閃
光
と

な

つ
て
ゐ
る
こ
と
を
注
意
す

べ
き

で
あ

る
。

(
三
)

簡
式
舶
な
る
こ
の
考
察
に
依

つ
て
、
勃
興
期

に
於
け
る
濾
宗
が
、
我
が
史
的
精
榊
文
化
の
構
成

に
洵

つ
て
、
人
澗
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の
本
質
に
暴

す
る
多
く
の
も
の
を
創
造
し
規
定
レ
・
支
化
の

晃

轄
跡
黙
を
確
立
し
鴛

こ
と
の

一
端
が
了
解
さ

れ

る
な

ら
ば

、

こ

の
稿

の
任
務

は

豫
期

に
も

ま
し

て
果

さ
れ

た

の
で
あ

る
。
謹

ん

で
叱

正
を
仰

ぐ

の
み

で
あ

る
。

ー

警

矯

。

,

`
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麗
宗
勃
興
期
に
於
け
る
近
代
的
諸
要
棄

(
三
五
)


