
一

鎌
倉
時
代
後
半
、
尾
張
の
廃
寺
を
再
興
し
て
そ
こ
に
住
し
、
庶
民
の
教
化
に

尽
く
し
た
無
住
は
、
一
般
に
は
『
沙
石
集
』
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

『
沙
石
集
』
は
、
無
住
が
、
そ
の
後
半
生
を
か
け
て
砂
と
石
を
も
っ
て
磨
き
続

け
た
珠
玉
の
集
成
で
あ
り
、
深
い
人
間
洞
察
に
も
と
づ
く
一
段
一
段
の
文
章

は
、
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
多
く
の
読
者
を
惹
き
つ
け
て
き
た
。
現
代
で
は
、

民
間
の
話
題
を
多
く
取
り
込
ん
だ
特
異
な
説
話
集
と
し
て
、
ま
た
一
宗
に
偏
し

な
い
立
場
で
鎌
倉
時
代
の
仏
教
の
具
体
的
な
姿
を
伝
え
た
書
と
し
て
、
中
世
の

文
学
、
歴
史
、
宗
教
を
考
え
よ
う
と
す
る
人
々
の
間
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。

無
住
は
、
『
沙
石
集
』
の
他
に
、
仏
教
の
教
説
を
ま
と
め
た
『
聖
財
集
』
、

そ
れ
を
簡
約
し
て
世
俗
一
般
の
人
々
に
も
読
め
る
よ
う
に
説
い
た
『
妻
鏡
』
、

最
晩
年
に
な
っ
て
、
心
に
浮
か
ぶ
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
書
き
留
め
た
『
雑
談

集
』
と
い
う
三
部
の
書
を
書
い
た
。
民
間
の
布
教
僧
が
、
東
海
の
地
で
四
部
の

書
を
著
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
京
都
と
南
都
、
そ
の
周
辺
の
古
代
以
来
の
寺

院
、
ま
た
東
国
の
中
心
と
し
て
の
鎌
倉
な
ど
か
ら
離
れ
た
所
で
も
、
書
物
を
書

無
住
「
雑
談
集
』
に
つ
い
て

口
「
愚
老
述
懐
」
の
段
を
め
ぐ
っ
て
…

く
と
い
う
営
み
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
八
こ
の
時
代
の
文
化
の
新

し
い
動
向
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
例
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
無
住

と
そ
の
述
作
は
、
鎌
倉
時
代
の
思
想
や
文
化
の
動
き
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な

て
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
性
格
の
異
な

る
四
部
の
書
を
見
渡
し
て
、
そ
の
相
互
の
関
係
を
考
え
、
無
住
の
全
体
像
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
ま
だ
充
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な

い
。
無
住
と
い
え
ば
、
『
沙
石
集
』
の
著
者
と
い
う
よ
う
に
、
人
々
の
関
心
が

主
著
『
沙
石
集
』
に
ぱ
か
り
集
中
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
『
雑
談
集
』
は
、
十
巻
か
ら
な
る
書
で
あ
る
が
、
『
沙

石
集
』
と
重
複
す
る
説
話
が
少
な
く
な
い
の
で
、
そ
の
記
事
は
『
沙
石
集
』
研

究
の
傍
証
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
て
き
た
し
、
無
住
が
、
書
中
で
し
ば
し
ば
自
分

自
身
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
た
め
に
、
無
住
の
伝
記
研
究
の
た
め
の
貴
重
な
資

料
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
『
雑
談
集
』
自
体
が
い
か
な
る
性

格
の
書
で
あ
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
先
に
記
し
た
通
り
、
論
議
は
尽
く
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
鎌
倉
時
代
の
思
想
史
を
考
え
る
際
に
、
『
雑
談

大

隅
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『
雑
談
集
』
は
願
一
般
に
「
説
話
集
」
と
い
う
書
目
に
分
類
さ
れ
、
説
話
文

学
研
究
の
対
象
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
全
十
巻
の
内
容
は
、
配

列
に
体
系
性
を
読
承
取
る
こ
と
の
困
難
な
七
十
三
の
短
編
集
で
あ
り
、
一
段
ご

と
に
、
「
自
力
他
力
ノ
事
」
「
天
台
ノ
ー
宗
、
因
縁
所
生
法
、
我
説
即
是
空
等

ノ
法
門
ノ
事
」
と
い
う
よ
う
な
、
仏
法
の
教
義
に
関
す
る
題
や
、
「
人
ノ
母
子

ヲ
念
フ
事
」
「
京
ニ
ァ
ル
女
房
ノ
女
メ
ニ
後
レ
テ
道
心
発
ス
事
」
と
い
う
よ
う

な
説
話
的
な
題
を
付
け
て
、
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
教
義
の
説
明

を
主
題
と
し
た
段
に
も
、
実
に
巧
象
に
数
々
の
説
話
を
引
い
て
お
り
、
説
話
集

と
い
う
項
目
に
分
類
す
る
こ
と
が
、
特
に
不
適
切
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
『
雑
談
集
』
は
、
一
見
説
話
集
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
書
の
よ
う

に
見
え
る
が
、
い
く
つ
か
の
段
を
読
ん
で
行
く
と
、
全
体
を
説
話
集
と
呼
ぶ
の

が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
疑
問
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
各
段
は
、
思

い
つ
く
ま
ま
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
主
題
を
め
ぐ
っ
て
、
無
住
の
感
懐
を
述
べ
た

も
の
で
あ
り
、
話
題
を
展
開
さ
せ
る
た
め
に
経
論
の
文
言
を
引
用
し
、
詩
文
や

古
歌
、
さ
ら
に
説
話
の
一
節
を
引
い
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
無
住
の
身
近
な

見
聞
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
い
わ
ん
と
す
る
所
を
効
果
的
に
述
べ
る
と
い
う

形
に
な
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
『
雑
談
集
』
に
は
、
説
話
文
学
の
研
究
者
に
と
っ
て
興
味
深
い
説

話
が
、
数
多
く
鎮
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
十
巻
は
、
説
話
を
蒐
集
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
説
話
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
並
べ

集
』
を
て
が
か
り
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
う
ち
一
、
二

を
記
し
て
承
る
こ
と
に
し
た
い
。

ら
れ
て
は
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
著
者
無
住
の
主
張
を
、
わ
か
り
易
く
述
べ
る
た

め
の
例
と
し
て
記
さ
れ
た
り
、
的
確
に
伝
え
る
た
め
の
寓
話
で
あ
っ
た
り
す
る

わ
け
で
、
一
つ
一
つ
の
説
話
は
無
住
自
身
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
説

話
集
の
編
者
が
興
味
深
い
説
話
を
蒐
集
し
、
そ
れ
ら
を
分
類
し
た
り
配
列
に
心

を
配
っ
た
り
し
た
の
と
は
違
っ
て
い
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
『
雑
談
集
」
は
、
数
多
く
の
説
話
を
包
承
込
ん
だ
随
筆
を

集
成
し
た
書
と
い
う
の
が
、
最
も
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
無
住
晩
年
の

随
筆
集
と
い
う
の
で
は
あ
ま
り
に
一
般
的
で
、
具
体
性
に
欠
け
る
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
平
易
な
法
話
、
語
録
を
集
成
し
た
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

『
雑
談
集
』
は
、
鎌
倉
新
仏
教
の
活
動
が
一
段
落
し
た
後
の
時
代
に
生
き

て
、
庶
民
教
化
に
生
涯
を
送
っ
た
無
住
の
晩
年
の
思
想
を
、
多
面
的
に
伝
え
る

書
と
し
て
興
味
の
尽
き
な
い
古
典
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
沙
石
集
』
と
と
も
に
、

多
く
の
こ
と
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
世
的
な
謙
辞
で
あ

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
し
て
も
、
ま
さ
に
そ
の
題
名
の
通
り
の
『
雑
談

集
』
の
中
で
、
融
通
無
碍
に
述
べ
ら
れ
る
著
者
の
思
想
の
全
体
を
捉
え
る
こ
と

は
容
易
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
『
雑
談
集
』
の
文
章
に
色
濃
く
現
れ
る
、
自

己
弁
明
、
自
己
弁
護
的
な
こ
と
ば
と
表
現
を
め
ぐ
っ
て
、
『
雑
談
集
』
の
特
色

を
考
え
、
無
住
の
思
想
を
捉
え
る
て
が
か
り
を
探
す
こ
と
に
し
て
見
た
い
。

『
雑
談
集
』
第
三
巻
の
巻
末
に
、
「
愚
老
述
懐
」
と
い
う
段
が
あ
る
。
全
巻

の
中
で
比
較
的
長
い
文
章
か
ら
な
る
こ
の
段
は
、
無
住
が
自
分
自
身
の
一
生
を

回
顧
し
て
そ
の
感
懐
を
述
べ
た
も
の
で
、
簡
略
で
は
あ
る
が
い
わ
ば
自
叙
伝

の
よ
う
な
記
述
を
含
ん
で
い
る
た
め
に
、
多
く
の
人
々
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。

庶
民
教
化
に
尽
く
し
た
特
異
な
遁
世
僧
で
あ
り
、
説
話
集
の
編
者
と
し
て
重
要

二



な
位
置
を
占
め
る
人
物
と
考
え
ら
れ
な
が
ら
、
伝
記
史
料
の
乏
し
い
無
住
の
行

実
を
知
る
た
め
に
、
こ
の
段
は
極
め
て
貴
重
な
記
述
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
こ
の
段
に
注
目
し
た
人
々
は
少
な
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
は
そ

こ
か
ら
年
譜
的
な
事
実
を
読
み
取
る
こ
と
に
の
ゑ
急
で
、
こ
の
段
の
趣
旨
と
文

章
の
特
質
に
つ
い
て
は
、
充
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

》
（
》
Ｏ

そ
こ
で
、
ま
ず
「
愚
老
述
懐
」
の
全
体
を
眺
め
る
こ
と
か
ら
問
題
に
接
近
す

る
こ
と
に
し
た
い
。
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
書
け
ば
、
二
十
枚
ば
か
り
の
長
さ

の
こ
の
段
は
、
大
き
く
分
け
る
と
次
ぎ
の
五
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。

一
、
無
住
は
出
家
し
て
後
、
ま
だ
若
い
の
に
、
師
の
僧
か
ら
院
主
の
職
を
譲

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
無
住
は
、
世
事
を
捌
く
経
験
も
能
力

も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
繰
り
返
し
辞
退
し
た
が
、
事
情
が
あ
っ
て

辞
退
し
き
れ
ず
、
住
職
の
座
に
つ
い
た
。
し
か
し
、
間
も
な
く
遁
世
者
と

な
っ
て
寺
を
離
れ
た
こ
と
を
記
す
。

付
１
、
『
浬
藥
経
』
の
一
節
を
引
い
て
、
仏
の
教
え
に
入
る
に
は
人
そ
れ

そ
れ
の
道
が
あ
り
、
遁
世
の
道
に
入
っ
た
の
も
、
自
分
と
し
て
は
こ

う
な
る
よ
り
仕
方
が
な
か
っ
た
と
回
顧
す
る
。

２
，
人
を
導
く
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
こ
と
を
、
鳥
羽
法
皇
と
橘
俊

綱
の
説
話
を
例
と
し
て
説
明
す
る
。

３
、
父
の
思
い
出
話
、
信
州
の
ゆ
か
り
の
人
の
話
を
記
し
て
、
修
行
の

方
法
も
一
様
で
は
な
い
事
を
述
べ
、
遁
世
者
の
自
分
が
貧
寺
で
人
々

を
教
化
し
て
い
る
の
も
、
そ
れ
な
り
に
一
つ
の
道
で
あ
る
こ
と
を
主

張
す
る
。

二
、
自
分
自
身
の
誕
生
、
家
の
没
落
と
出
家
、
遁
世
者
と
し
て
諸
国
を
遍
歴

し
た
間
の
学
問
と
修
行
の
経
歴
を
記
述
し
た
の
ち
、
長
母
寺
で
四
十
三
年

間
、
自
分
に
相
応
し
い
生
き
方
に
徹
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
大
果
報
の

生
涯
で
あ
っ
た
と
述
懐
す
る
。

付
１
、
北
条
時
頼
と
自
分
を
比
較
し
て
、
遁
世
者
の
果
報
を
述
べ
る
。
近

代
の
名
匠
に
仏
法
の
大
綱
を
聞
け
た
こ
と
。
諸
処
の
名
所
、
霊
寺
、

霊
社
を
遍
歴
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
。
こ
の
二
つ
は
、
時
頼
の
得

ら
れ
な
い
果
報
で
あ
る
と
い
う
。

２
、
特
に
遁
世
者
の
果
報
と
し
て
、
貧
な
る
が
故
に
人
に
害
さ
れ
る
心

配
の
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
十
万
町
の
士
地
を
持
つ
時
頼
に
比

し
て
、
十
町
ば
か
り
の
寺
領
し
か
な
い
長
母
寺
に
住
む
者
の
自
由
を

説
く
。

三
、
仏
法
で
は
、
乞
食
頭
陀
を
上
行
と
す
る
。
乞
食
を
行
ず
る
者
は
、
四
海

を
自
分
の
家
と
し
て
、
国
王
も
そ
れ
を
臣
と
せ
ず
、
父
母
も
子
と
し
な
い

と
い
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
遁
世
の
身
と
な
っ
た
自
分
は
、
仏
法
の
理
想

に
近
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

付
１
、
白
楽
天
、
勝
軍
論
師
な
ど
の
言
を
引
い
て
、
貧
の
憂
う
べ
か
ら
ざ

る
こ
と
を
の
べ
、
長
母
寺
の
貧
し
さ
を
記
す
。

四
、
北
条
時
頼
が
、
父
義
時
の
強
運
を
受
け
、
世
俗
的
な
世
界
で
大
き
な
果

報
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
仏
法
に
帰
依
し
た
功
徳
で
あ
る
と
述
べ

ヲ
（
》
Ｏ

付
１
、
泰
時
の
話
を
引
い
て
、
時
頼
が
多
く
の
徳
を
背
負
っ
て
い
た
こ
と

を
説
明
す
る
。

２
、
松
下
禅
尼
が
上
東
門
院
を
慕
っ
た
こ
と
を
あ
げ
、
仏
法
に
帰
依
す

る
こ
と
の
重
要
さ
を
述
べ
る
。

一
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五
、
仏
の
門
に
入
り
、
遁
世
者
と
し
て
生
涯
を
送
っ
て
き
た
が
、
思
う
よ
う

な
同
法
、
し
も
べ
の
い
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
心
を
同
じ
く
す
る
者
、
遁
世

の
心
を
理
解
し
て
自
分
を
助
け
て
く
れ
る
し
も
べ
に
恵
ま
れ
な
い
の
は
、

自
分
自
身
が
父
母
師
長
に
仕
え
な
か
っ
た
罪
業
に
よ
る
と
述
べ
る
。

付
１
、
経
典
か
ら
の
引
用
や
歌
を
並
べ
な
が
ら
、
自
身
の
孤
独
を
述
べ

る
。

少
し
要
約
と
説
明
が
長
す
ぎ
た
が
、
以
上
が
「
愚
老
述
懐
」
の
梗
概
で
あ

る
。
ま
ず
序
の
部
分
と
い
っ
て
も
い
い
第
一
段
は
、
自
分
の
生
涯
を
回
顧
す
る

こ
の
文
章
が
、
自
身
の
遁
世
者
と
し
て
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
る

こ
と
を
説
明
し
た
部
分
で
あ
る
。
つ
い
で
第
二
段
は
、
自
身
の
生
い
た
ち
か
ら

説
き
起
こ
し
、
諸
師
の
門
を
叩
い
て
諸
宗
の
教
え
を
学
ん
だ
こ
と
を
記
し
た

後
、
つ
い
に
遁
世
者
と
な
っ
た
こ
と
を
我
が
身
の
果
報
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
部

分
で
、
愚
老
述
懐
の
本
体
を
な
す
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
第
三
段
は
、
遁
世
者

が
貧
賤
の
者
と
し
て
蔑
ま
れ
る
の
を
駁
し
て
、
仏
法
の
教
え
の
実
践
と
し
て
貧

に
徹
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
説
ぎ
、
第
四
段
で
は
、
仏
法
の
加
護
の

大
き
さ
を
述
べ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
最
後
の
第
五
段
で
、
真
の
仏
法
を
理
解
す

る
人
は
少
な
く
、
遁
世
者
と
し
て
生
き
る
者
が
孤
独
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
述

懐
を
終
わ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
も
う
一
度
こ
の
段
の
全
体
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
こ
の
段
が
単

に
生
涯
を
回
顧
し
た
自
撰
年
譜
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
で
一
貫
し
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
遁
世
者
無
住
の
貧
窮
と
孤
独
の
生
活
が
、
世
間
の
人
々

か
ら
蔑
視
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
仏
法
の
精
神
を
体
現
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
の
弁
明
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
「
愚
老
述

懐
」
の
弁
明
、
弁
解
の
語
り
口
と
、
そ
の
文
章
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
承

一
一
一

「
愚
老
述
懐
」
の
文
に
は
特
に
多
い
が
、
『
雑
談
抄
』
に
は
「
愚
老
」
と
い

う
自
称
が
頻
出
す
る
。
こ
の
語
は
中
国
で
早
く
か
ら
謙
称
と
し
て
用
い
ら
れ
、

日
本
で
も
平
安
時
代
後
期
の
『
明
衡
往
来
』
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
、
『
玉
葉
』
に

は
九
条
兼
実
晩
年
の
自
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、
中
世
に
入
っ
て
か
ら
老

僧
の
自
称
と
し
て
さ
か
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
般
に
、
身
分
の

下
の
者
が
上
位
の
人
に
対
し
て
何
か
の
意
見
を
述
べ
る
時
に
、
謙
辞
と
し
て
愚

・
拙
な
ど
の
文
字
を
、
自
称
に
用
い
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
或
る

文
章
の
作
者
が
、
不
特
定
の
読
者
に
対
し
て
謙
辞
を
さ
か
ん
に
使
用
す
る
よ
う

に
な
る
の
は
、
中
世
に
入
っ
て
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
『
愚
昧
記
』
『
愚
管

記
』
『
拾
遺
愚
草
』
『
愚
管
抄
』
『
愚
迷
発
心
集
』
『
魚
魯
愚
抄
』
な
ど
を
は
じ

め
、
書
名
に
愚
の
文
字
を
入
れ
る
こ
と
は
、
中
世
に
入
っ
て
か
ら
さ
か
ん
に
な

ヲ
（
》
Ｏ

愚
と
い
う
文
字
を
謙
辞
に
用
い
る
こ
と
は
、
漢
籍
の
中
で
は
早
く
か
ら
定
形

化
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
日
本
人
の
間
で
さ
か
ん
に
な
る
に
は
、
中

世
的
な
著
者
の
意
識
が
成
立
し
て
か
ら
の
こ
と
と
考
え
て
も
、
そ
う
荒
唐
な
想

像
で
は
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
塵
、
芥
、
な
ど
の
文
字
を
は
じ
め
、
謙

遜
、
卑
下
の
意
を
含
ん
だ
書
名
が
、
中
世
に
入
っ
て
目
立
っ
て
多
く
な
る
こ
と

は
た
し
か
で
、
『
沙
石
集
』
『
雑
談
集
』
と
い
っ
た
題
名
も
そ
の
例
に
洩
れ
な

い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

先
の
概
観
で
わ
か
る
よ
う
に
、
「
愚
老
述
懐
」
と
い
う
段
は
、
都
や
鎌
倉
の

権
勢
あ
る
寺
院
と
の
繋
が
り
を
な
く
し
て
し
ま
い
、
経
済
的
に
窮
迫
し
た
長
母

た
い
。

四



寺
に
住
み
つ
き
は
し
た
も
の
の
、
世
間
の
人
公
か
ら
も
の
の
数
に
入
ら
ぬ
人
間

と
し
て
蔑
ま
れ
て
い
る
無
住
が
、
自
分
は
出
家
者
と
し
て
の
僧
侶
た
ち
か
ら
外

れ
た
人
間
な
の
で
あ
る
が
、
出
家
者
で
な
け
れ
ば
世
間
の
人
間
か
と
い
え
ば
そ

う
で
も
な
く
、
遁
世
者
な
の
で
あ
る
か
ら
、
僧
侶
と
し
て
正
体
も
な
い
者
と
い

う
批
判
は
当
を
得
た
も
の
で
は
な
く
、
世
間
並
み
の
人
間
で
な
い
と
非
難
さ
れ

て
も
迷
惑
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
段
で
あ
り
、
そ
の
主
張
の
仕
方
が
終

始
弁
明
、
弁
解
の
形
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。

如
形
三
学
齊
ク
修
之
志
有
之
。
然
ル
ー
身
病
体
、
心
僻
怠
、
有
学
無
行
。

但
シ
如
病
導
師
、
同
法
ヲ
教
訓
可
責
ス
。
然
ル
ー
不
法
ノ
仁
〈
多
ク
、
如

説
ノ
僧
〈
少
ナ
シ
。
此
事
凡
夫
ノ
カ
不
可
及
。
然
ル
ー
、
或
〈
親
類
ノ

（
１
人
）

僧
、
同
法
・
不
法
〈
、
愚
老
ガ
無
教
訓
無
正
体
故
カ
ト
思
テ
誰
之
。

当
寺
二
有
因
縁
故
歎
。
相
通
事
四
十
三
年
、
無
縁
ノ
寺
常
絶
煙
、
衣
鉢
・

（
の
＆
）

道
具
之
外
無
資
財
畜
。
世
間
ノ
人
ノ
心
〈
、
非
人
ノ
如
ク
思
合
ヘ
リ
。

と
い
っ
た
文
章
は
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。

愚
老
当
国
二
通
事
、
及
四
十
三
年
。
人
皆
厭
怠
ノ
思
ア
ル
・
ヘ
シ
。
サ
レ

（
Ｑ
Ｊ
）

パ
、
逐
年
親
近
ス
ル
知
音
、
在
家
・
出
家
希
也
。
尤
モ
可
然
事
也
。

と
い
う
文
章
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
。

無
住
が
、
弁
解
、
弁
明
の
形
を
と
っ
て
主
張
す
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
自
分

は
正
規
の
僧
侶
か
ら
外
れ
た
あ
り
方
を
し
て
い
る
が
、
遁
世
者
と
し
て
仏
の
教

え
に
よ
く
従
っ
て
お
り
、
仏
教
者
と
し
て
は
間
違
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、

第
二
に
、
自
分
は
世
務
に
疎
い
た
め
に
貧
窮
の
生
活
を
し
て
い
る
が
、
貧
の
生

活
は
仏
の
教
え
そ
の
ま
ま
の
生
き
方
な
の
だ
と
い
う
二
つ
の
こ
と
を
中
心
に
し

て
い
る
と
見
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
出
家
者
の
世
間
と
、
俗
人
の
世
間
と
の
両
方

に
対
し
て
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
遁
世
者
の
立
場
と
い
う
も
の
を
説
明
し
よ

う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
無
住
は
か
っ
て
、
清
貧
を
説
き
、
そ
の
主
張
を
実
践
し
た
聖
者

と
し
て
高
く
評
さ
れ
、
東
洋
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
と
も
い
う
べ
き
高
僧
で
あ
つ

（
４
笹
）

た
と
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
無
住
論
の
論
拠
は
、
専
ら
こ
の

『
愚
老
述
懐
」
に
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
述
懐
の
中
で
無
住
は
、
遁
世
者
の

自
由
の
境
涯
を
こ
の
上
な
い
も
の
と
し
て
積
極
的
に
語
り
、
遁
世
生
活
の
愉
し

さ
を
称
賛
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

ヘ
ッ
ラ
ヒ
テ
、
富
メ
ル
人
ヨ
リ
ヘ
ッ
ラ
ハ
デ
、
マ
ヅ
シ
キ
身
コ
ソ
心
ヤ
ス

（
Ｅ
ｕ
）

ケ
レ

と
い
う
歌
の
詠
承
ぶ
り
は
、
貧
し
い
生
活
を
心
や
す
い
生
き
方
で
あ
る
と
慰
め

る
も
の
で
あ
っ
て
、
貧
こ
そ
仏
の
教
え
そ
の
ま
ま
の
姿
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的

に
説
い
て
い
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
無
住
は
、
人
間

の
あ
り
方
に
は
、
在
家
・
出
家
・
遁
世
の
三
段
階
が
あ
り
、
在
家
と
出
家
と
が

い
ず
れ
も
世
間
の
立
場
を
脱
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
遁
世
は
何
物
に
も
と

（
Ｒ
ｕ
）

ら
わ
れ
な
い
仏
の
境
地
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
と
説
き
な
が
ら
、
積
極
的
に
遁

世
を
賛
歎
す
る
書
き
方
を
見
せ
て
い
な
い
。

無
住
の
書
き
方
は
、
在
家
の
人
々
か
ら
乞
食
、
非
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い

る
が
、
自
分
は
た
だ
の
乞
食
、
非
人
で
は
な
い
こ
と
を
鎮
々
述
べ
る
書
き
方
で

あ
り
、
出
家
の
僧
た
ち
か
ら
は
、
正
体
も
な
い
無
能
者
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い

る
が
、
自
分
と
し
て
は
遁
世
者
に
な
る
よ
り
他
に
方
法
が
な
か
っ
た
の
で
あ

り
、
よ
く
考
え
て
見
れ
ば
そ
れ
が
最
も
仏
の
教
え
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
運
び
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
主
張
は
極
め
て
消
極
的
な
言
い
か
た
で
し

か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

貧
キ
ヲ
、
ナ
ニ
カ
ナ
ゲ
カ
ム
、
心
ア
ラ
バ
、
ス
テ
テ
モ
、
カ
ク
ゾ
、
ア
ル

五



無
住
が
、
遁
世
の
生
き
方
こ
そ
、
仏
の
心
に
叶
っ
た
最
高
の
境
涯
で
あ
る
と

高
ら
か
に
宣
言
す
る
の
で
は
な
く
、
出
家
の
集
団
か
ら
脱
落
し
、
世
間
か
ら
も

没
落
し
て
し
ま
っ
た
自
分
は
、
遁
世
の
姿
に
な
る
よ
り
他
に
仕
方
が
な
か
っ
た

と
い
う
い
い
方
し
か
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

弁
明
、
弁
解
の
い
い
廻
し
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
。

一
般
に
弁
明
、
弁
解
と
い
う
形
式
は
、
世
間
一
般
や
周
囲
の
人
々
に
対
し

て
、
自
分
は
違
っ
た
あ
り
方
を
し
、
考
え
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
場

合
に
用
い
ら
れ
る
。
自
分
だ
け
は
一
般
の
あ
り
方
と
違
う
生
き
方
を
し
て
い
る

と
い
う
主
張
は
、
自
己
を
客
観
化
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
お
り
、

強
烈
な
自
意
識
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
弁
明
、
弁
解
の

ベ
カ
リ
ケ
ル
・

ヨ
シ
ャ
ゲ
ニ
、
貧
キ
家
ゾ
、
ヲ
ノ
ヅ
カ
ラ
、
世
ヲ
ノ
ガ
レ
タ
ル
、
ス
マ
イ

ナ
リ
ケ
ル
・

マ
コ
ト
シ
キ
、
ナ
ヶ
レ
ド
、
マ
ヅ
シ
サ
ノ
、
恥
カ
ク
シ
ニ
ゾ
、
世
ヲ
ノ
ガ

レ
ヌ
ル
Ｏ
・

世
ヲ
ス
ッ
ル
、
形
ト
ミ
エ
テ
、
墨
染
ノ
、
袖
ハ
マ
ヅ
シ
キ
、
ハ
ヂ
カ
ク
シ

（
守
Ｊ
）

カ
ナ
。
：

と
い
う
よ
う
な
『
雑
談
集
』
の
歌
は
、
恥
を
取
り
繕
い
、
隠
す
と
い
う
い
い
廻

し
で
遁
世
の
姿
を
の
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
仏
を
賛
歎
し
て
自
分
が
そ
の
仏
と

と
も
に
あ
る
と
い
う
よ
う
な
い
い
方
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、

清
貧
の
聖
者
、
東
洋
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
と
い
う
の
は
、
や
や
過
褒
の
言
で
は

あ
る
ま
い
か
。四

形
で
自
己
主
張
を
す
る
場
合
に
は
、
直
接
的
な
自
己
主
張
の
場
合
よ
り
も
、
主

張
す
る
相
手
は
具
体
的
で
明
確
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
己
の
対
象
化
は
進
ん
で

い
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
完
全
に
孤
独
な
立
場
で
自
己
を
弁
明
、
弁
護
す
る

と
い
う
こ
と
は
な
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
自
問
自
答
の
形
で
現
れ
る
弁

明
、
弁
解
で
は
、
自
分
自
身
を
対
象
化
し
て
眺
め
る
意
識
が
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。

わ
れ
わ
れ
は
中
世
に
お
い
て
も
、
日
蓮
や
虎
関
師
錬
の
文
章
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
、
自
己
肯
定
に
立
っ
た
直
接
的
な
自
己
主
張
と
は
別
に
、
無
住
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
自
己
主
張
の
仕
方
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う

す
れ
ば
、
「
愚
老
述
懐
」
の
第
二
段
、
つ
ま
り
本
体
を
な
す
部
分
透
自
叙
伝

的
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
当
然
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
無
住
は
、

自
己
の
生
涯
を
対
象
化
し
て
眺
め
る
こ
と
を
通
じ
て
、
出
家
の
集
団
か
ら
脱
落

し
た
自
分
を
告
白
し
、
世
縁
か
ら
も
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
生
き
方
を

客
観
的
に
見
つ
め
、
晩
年
の
回
顧
と
し
て
、
自
分
の
生
涯
は
、
そ
れ
よ
り
他
に

あ
り
よ
う
が
な
か
っ
た
の
だ
と
主
張
す
る
。

そ
こ
で
、
無
住
の
自
叙
伝
は
ど
の
よ
う
な
書
き
方
を
さ
れ
て
い
る
か
を
、
も

う
一
度
眺
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
無
住
は
、
述
懐
の
中
で
自
分
自
身
が
、

嘉
禄
二
年
丙
戌
十
二
月
二
十
八
日
卯
時
に
生
ま
れ
た
者
で
あ
る
と
記
し
て
い

る
。
そ
の
前
夜
無
住
の
父
は
、
夢
に
現
れ
た
人
か
ら
「
今
夜
此
里
二
生
ダ
ル
者

〈
、
大
果
報
ノ
者
也
」
と
人
か
ら
告
げ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
無
住
が
生
ま
れ

て
間
も
な
く
、
源
頼
朝
以
来
の
有
力
な
武
家
で
あ
っ
た
無
住
の
家
は
、
「
運
尽

テ
天
亡
シ
了
。
価
其
跡
継
事
ナ
シ
」
と
い
う
状
態
に
陥
り
、
無
住
は
十
三
歳
で

鎌
倉
の
寺
に
入
る
こ
と
に
な
り
、
十
五
歳
以
降
関
東
の
親
類
の
所
を
転
々
と
す

る
運
命
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
父
が
無
住
の
将
来
に
つ
い
て
聞
い
た

一
ハ



夢
の
お
告
げ
は
、
全
く
当
た
ら
な
か
っ
た
。
「
愚
老
述
懐
」
は
、
遁
世
者
と
し

て
の
自
分
の
生
涯
が
、
父
の
夢
の
と
お
り
「
大
果
報
」
の
生
涯
で
あ
っ
た
の

か
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
を
軸
に
し
て
書
か
れ
て
行
く
わ

け
で
、
今
八
十
年
に
及
ぶ
自
己
の
生
涯
を
回
顧
し
て
み
る
と
、
父
が
無
住
に
関

し
て
見
た
と
い
う
夢
は
、
当
た
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
自
分
の
一

生
は
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
大
変
な
果
報
者
の
生
涯
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の

が
こ
の
段
の
主
題
な
の
で
あ
っ
た
。

「
愚
老
述
懐
」
は
、
無
住
が
、
告
白
、
弁
明
、
弁
解
の
形
で
自
己
を
主
張
す

る
過
程
で
、
自
己
を
客
観
的
に
認
識
し
よ
う
と
し
た
無
住
の
心
の
軌
跡
で
あ
っ

た
と
い
え
る
が
、
問
題
は
、

コ
ト
ハ
リ
ハ
、
サ
ル
・
ヘ
キ
コ
ト
ト
、
思
ヘ
ド
モ
、
身
ノ
マ
ヅ
シ
キ
モ
ヵ
ナ

シ
カ
リ
ケ
リ

：
カ
カ
ル
コ
ソ
、
世
ヲ
ノ
ガ
レ
タ
ル
形
ヨ
ト
、
思
時
コ
ソ
、
身
ノ
貧
サ
ハ
ナ

（
８
）

グ
サ
マ
レ
ケ
リ

と
い
う
よ
う
な
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
果
報
者
で
あ

る
と
い
う
主
張
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
完
全
に
一
つ
の
価
値
観
に
立
て
ば
、
考
え

よ
う
に
よ
っ
て
は
果
報
者
と
い
う
い
い
方
が
前
面
に
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
は

ず
で
あ
り
、
積
極
的
な
自
己
主
張
の
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、

無
住
は
、
在
家
で
も
な
く
、
出
家
で
も
な
く
、
遁
世
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
、

在
家
、
出
家
の
世
界
の
人
々
に
対
す
る
弁
明
、
弁
解
を
続
け
る
と
こ
ろ
に
、
考

え
よ
う
に
よ
っ
て
は
と
い
う
文
章
が
出
て
く
る
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
無
住
の
文
章
を
読
ん
で
行
く
と
、
弁
明
、
弁
解
が
、
在
家
、
出
家

の
人
々
に
対
す
る
も
の
だ
け
に
終
わ
ら
ず
、
究
極
で
は
遁
世
の
人
々
に
も
向
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
こ
に
「
愚
老
述
懐
」
の
根
本
的
な
問
題
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

無
住
が
、
在
家
・
出
家
・
遁
世
と
い
う
三
段
階
で
人
間
の
あ
り
方
を
考
え
て

い
た
こ
と
は
先
に
ふ
れ
た
が
、
在
家
と
出
家
が
現
実
の
存
在
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
無
住
が
思
い
描
い
た
よ
う
な
遁
世
は
結
局
存
在
し
な
か
っ
た
。

古
ノ
遁
世
ノ
人
〈
、
仏
法
二
心
ヲ
ソ
メ
テ
、
世
間
ノ
万
事
ヲ
ワ
ス
レ
、
近

代
〈
世
間
ノ
名
利
ヲ
忘
ズ
シ
テ
、
仏
法
〈
ス
タ
ル
ル
ニ
コ
ソ
。
カ
ヵ
ル
マ

（
ｎ
ソ
）

言
一
遁
世
ノ
名
ノ
ミ
ァ
リ
テ
、
遁
世
ノ
実
ナ
シ
。

と
い
う
よ
う
な
現
実
の
遁
世
へ
の
批
判
は
、
『
沙
石
集
』
で
も
『
雑
談
集
』
で

も
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
無
住
は
確
固
た
る
立
場
で
、
遁
世

の
果
報
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
弁
明
、
弁
解
は
、
在
家
と
出
家

に
向
け
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
遁
世
の
人
々
に
も
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
場
合
特
に
、
自
分
だ
け
が
周
囲
の
人
々
と
違
っ
て
い
る
と
い
う
思
い
が
鮮

明
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
在
家
の
人
間
で
は
な

く
、
出
家
の
僧
で
も
な
い
、
そ
の
立
場
を
説
明
す
る
こ
と
に
特
別
の
困
難
は
な

か
っ
た
が
、
自
分
は
遁
世
者
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
、
た
だ
の
遁
世
者
で
は
な

い
と
主
張
す
る
こ
と
は
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

五

以
上
、
無
住
が
、
自
己
を
対
象
化
す
る
こ
と
を
て
が
か
り
に
し
て
、
自
己
主

張
を
し
た
こ
と
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
そ
う
し
た
自
意
識
の
流

れ
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
人
物
の
生
涯
を
客
観
的
に
記
述
し
た
伝
記
の
問
題
を
見
て
お
く
と
、

国
史
の
中
に
は
、
一
定
の
基
準
以
上
を
承
た
す
人
物
の
伝
記
が
、
そ
の
人
の
死

亡
の
記
事
の
後
に
書
き
込
ま
れ
、
一
般
に
卒
伝
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
簡
略

七



な
伝
記
は
、
正
史
に
伝
を
載
せ
ら
れ
る
と
い
う
栄
誉
を
得
た
人
物
の
事
績
を
顕

彰
す
る
た
め
に
、
一
門
の
人
々
や
法
流
を
汲
む
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら

れ
、
提
出
さ
れ
た
年
譜
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
。
そ
れ
は
自
己
を
客
観
化
す

る
営
永
と
は
結
び
つ
か
な
い
。

他
方
、
平
安
時
代
の
文
人
貴
族
た
ち
の
中
に
は
、
源
順
の
「
無
尾
牛
歌
」
の

よ
う
な
自
己
弁
明
の
文
章
を
書
い
た
人
左
が
あ
り
、
そ
の
先
駆
に
は
山
上
憶
良

の
「
貧
窮
問
答
歌
」
な
ど
が
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
に
至
る
ま
で
自
己
の
対
象
化

を
進
め
て
、
生
涯
を
回
顧
す
る
自
叙
伝
が
書
か
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
鎌

倉
時
代
は
じ
め
の
重
源
の
『
南
無
阿
彌
陀
仏
作
善
集
』
や
、
叡
尊
の
『
感
身
学

生
記
』
は
、
作
善
や
戒
行
に
精
進
し
た
記
録
と
い
う
点
で
こ
こ
で
い
う
自
叙
伝

と
は
や
や
異
な
る
面
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
別
と
し
て
も
や
は
り
例
外
的

な
も
の
で
あ
る
。

中
世
に
入
る
と
、
禅
僧
の
活
動
が
活
発
に
な
り
禅
籍
の
輸
入
が
さ
か
ん
に
な

る
と
、
そ
の
中
で
禅
僧
の
年
譜
が
よ
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
国
の
禅

僧
は
自
撰
の
年
譜
、
自
歴
譜
を
作
る
こ
と
が
多
く
、
自
撰
の
年
譜
が
な
い
場
合

に
は
、
弟
子
た
ち
が
師
の
生
涯
を
記
述
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

無
住
の
「
愚
老
述
懐
」
の
自
伝
的
な
記
述
は
、
無
住
が
関
係
を
持
っ
た
東
福

寺
で
閲
覧
し
た
、
禅
僧
の
年
譜
に
触
発
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
う
と
し
て
も
、
八
十
歳
に
な
っ
て
、
自
分
の
生
ま
れ

た
年
月
日
と
時
刻
を
書
き
、
生
ま
れ
た
時
の
父
の
思
い
や
一
族
の
状
況
を
書
く

こ
と
の
で
き
る
人
間
は
、
中
世
に
ど
の
く
ら
い
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

自
分
の
伝
記
を
記
述
す
る
に
は
、
明
確
な
自
意
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
わ
れ
る
が
、
中
世
に
お
け
る
自
我
の
意
識
は
、
複
雑
な
あ
り
方
を
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
性
格
は
ま
だ
充
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
私
は
、
か
つ

て
中
世
的
な
自
我
意
識
の
成
立
を
、
貴
族
社
会
の
停
滞
と
没
落
の
中
で
、
先
鋭

に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
た
人
々
と
し
て
、
知
識
人
貴
族
、
具
体
的
に
い
え
ば
專

（
叩
）

門
的
な
歌
人
な
ど
に
最
も
鋭
く
現
れ
る
も
の
と
考
え
た
。
貴
族
社
会
の
文
化
的

な
遺
産
の
継
受
の
中
で
、
専
門
的
な
歌
人
た
ち
が
感
じ
た
孤
独
感
、
個
人
の
小

さ
さ
を
感
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
無
力
感
が
そ
の
契
機
に
な
る
と
考
え
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
も
う
一
つ
の
個
人
意
識
の
道
は
、
阿
彌
陀
如
来
の
よ

う
な
仏
に
対
す
る
人
間
の
自
覚
と
い
う
形
で
現
れ
る
よ
う
に
考
え
、
親
鶯
の
自

我
意
識
は
そ
う
し
た
も
の
の
最
も
鋭
い
例
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
見
て
き
た
無
住
の
場
合
を
考
え
て
見
る
と
、
摘
世
者
と

し
て
の
無
住
が
、
周
囲
に
対
し
て
も
っ
た
違
和
感
は
、
家
業
、
家
学
と
い
っ
た

貴
族
文
化
の
専
門
化
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
自
我
意
識
と
は
違
い
、
選
択
専
修
を

支
え
る
仏
と
対
し
て
の
自
我
意
識
と
も
違
っ
て
い
る
。
無
住
の
自
我
意
識
は
、

ま
ず
東
国
武
士
の
世
界
か
ら
の
脱
落
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
没
落
武
士
の
家
に

生
ま
れ
た
無
住
が
、
東
国
の
武
家
社
会
の
中
で
抱
き
続
け
た
違
和
感
は
、
無
住

の
自
我
意
識
の
根
底
に
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
無
住
は
そ
の
没
落
意
識
を
背
景

に
出
家
し
、
さ
ら
に
遁
世
の
身
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
遁
世
者
無
住
は
、
京
都

や
南
都
の
寺
院
の
世
界
に
入
っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
京
都
と
鎌
倉
の
中
間

の
地
で
あ
る
尾
張
で
後
半
生
を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
。
南
都
北
嶺
の
仏
教
、
高

い
権
威
を
持
つ
貴
族
文
化
の
文
化
圏
か
ら
見
た
周
縁
的
な
士
地
で
、
武
家
社
会

か
ら
の
離
脱
感
を
持
ち
続
け
た
と
こ
ろ
に
、
無
住
の
自
我
意
識
が
成
立
す
る
基

盤
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

貴
族
の
専
門
的
知
識
人
の
間
で
生
ま
れ
る
自
我
意
識
は
、
専
門
的
知
識
を
持

た
な
い
人
々
に
対
す
る
優
越
の
意
識
、
つ
ま
り
へ
地
位
と
名
誉
を
得
て
し
か
る

べ
き
な
の
に
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
意
識
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
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た
、
親
鴬
の
ゞ

に
な
り
、
世
捧

出
て
こ
な
い
。

親
鴬
の
よ

そ
う
し
た
中
で
無
住
の
場
合
を
考
え
て
見
る
と
、
弁
明
、
弁
解
と
い
う
自
己

主
張
の
仕
方
が
、
鎌
倉
時
代
の
あ
る
種
の
思
想
の
表
現
と
し
て
大
き
な
意
味
を

持
ち
、
そ
の
あ
り
方
が
、
日
本
人
の
思
想
の
表
現
の
形
と
し
て
大
き
く
深
い
流

れ
に
な
っ
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
５
）
『
雑
談
集
』
二
三
頁
。

（
６
）
『
沙
石
集
』
巻
三
の
八
、
「
栂
尾
上
人
物
語
事
」
な
ど
。

（
７
）
『
雑
談
集
』
二
五
頁
。

（
８
）
『
雑
談
集
』
二
六
頁
。

（
９
）
『
沙
石
集
』
巻
三
の
八
、
（
岩
波
・
日
本
古
典
文
学
大
系
『
沙
石

集
』
）
一
六
三
頁
。

（
ｍ
）
『
日
本
人
物
史
大
系
・
中
世
』
（
朝
倉
書
店
）
の
序
論
。

（
東
京
女
子
大
学
教
授
）

／~、へへ

4 3 2
レレーノ 注

（
１
）
『
雑
談
集
』
（
山
田
昭
全
、
三
木
紀
人
校
注
。
三
弥
井
書
店
。
）
一
○

う
な
場
合
に
は
、
絶
対
の
阿
彌
陀
如
来
と
自
分
と
の
関
係
だ
け

り
、
世
俗
的
な
も
の
は
す
べ
て
消
え
て
し
ま
う
た
め
に
、
弁
明
、
弁
解
は

ロ
刀
）
○

六
頁
。『

雑
談
集
』
二
一
頁
。

『
雑
談
集
』
一
二
○
頁
。

橋
川
正
「
貧
聖
無
住
の
こ
と
ど
も
」
（
『
芸
文
』
大
正
一
五
年
三

九


