
本
書
は
「
あ
と
が
き
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
処
女
論
文
も
含
め
過
去
十
三
年

間
に
わ
た
っ
て
著
わ
さ
れ
て
き
た
池
見
氏
の
論
稿
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

但
し
、
論
文
集
と
い
う
形
式
を
と
り
な
が
ら
も
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
諸
論
文

は
、
す
べ
て
共
通
の
問
題
意
識
と
独
自
の
視
角
を
背
景
と
し
て
密
接
に
関
係
づ

け
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
そ
の
問
題
意
識
と
は
何
か
。
池
見
氏
は
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

今
日
、
仏
教
者
の
主
要
な
業
務
は
葬
式
法
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
現
代
仏
教

は
し
ば
し
ば
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
を
含
め
て
「
葬
式
仏
教
」
の
レ
ッ
テ
ル
が
張
ら

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
池
見
氏
は
、
大
学
で
教
鞭
を
と
る
学
者
と

し
て
、
ま
た
一
寺
を
預
る
住
職
と
し
て
、
自
ら
が
大
学
で
講
義
す
る
仏
教
の
救

済
理
念
と
現
実
の
寺
院
の
あ
り
方
と
の
間
に
、
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
ざ
る

を
え
な
い
こ
と
を
率
直
に
告
白
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ジ
レ
ン
マ
を
い
か
に

1 八
書
評
Ｖ

池
見
澄
隆
著

中
世
の
精
神
世
界
山
死
と
救
済
Ｉ

し
て
乗
り
越
え
る
か
が
自
己
の
課
題
で
あ
り
、
本
書
は
そ
う
し
た
問
題
意
識
を

も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

池
見
氏
は
こ
の
ジ
レ
ン
マ
に
対
し
主
観
的
な
立
場
か
ら
早
急
に
結
論
を
出
そ

う
と
す
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
た
び
「
葬
式
仏
教
」
成
立
の
原
点
で
あ
る
中
世
へ

と
立
ち
返
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
け
る
葬
送
と
救
済
の
あ
り
方
を
実
証
的

に
解
明
し
た
後
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
今
日
の
仏
教
の
あ
り
方
を
改
め
て
考
え
直

そ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
池
見
氏
は
西
川
知
雄
氏
の
説
を
借
り
て
、
仏
教
思
想
の
展
開
を

「
さ
と
り
」
の
仏
教
か
ら
「
す
く
い
」
の
仏
教
へ
の
転
換
と
し
て
捉
え
、
日
本

で
は
そ
の
転
換
が
十
世
紀
半
ば
に
開
始
さ
れ
た
と
す
る
。
し
か
る
に
、
十
世
紀

は
浄
土
教
が
天
台
仏
教
か
ら
自
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
仏
教
が
よ
う
や

く
日
本
化
と
民
衆
化
の
動
き
を
示
し
始
め
る
時
期
で
あ
り
、
ま
た
仏
教
者
が
葬

送
に
主
体
的
に
関
わ
り
始
め
た
時
で
も
あ
っ
た
。
池
見
氏
は
今
日
の
「
葬
式
仏

教
」
の
機
能
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
十
世
紀
に
開
始
さ
れ
る
こ
の
転
換
に
着

目
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
転
換
の
過
程
と
そ
こ
に
お
け
る
救
済
と
葬
送
と
の
関

佐
藤
弘
夫

○



係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
死
を
め
ぐ
る
日
本
人
の
心
情
や
態

度
」
が
形
成
さ
れ
る
上
で
、
仏
教
、
特
に
浄
土
教
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し

た
か
を
解
明
し
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
際
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
う
し
た
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
池
見

氏
が
、
救
済
論
の
教
理
的
展
開
や
葬
送
儀
礼
の
歴
史
的
変
遷
を
辿
る
と
い
う
方

法
を
と
る
こ
と
な
く
、
そ
の
よ
り
根
底
に
あ
る
日
本
人
の
生
死
観
の
変
容
に
着

目
さ
れ
た
点
で
あ
ろ
う
。
池
見
氏
は
本
文
中
に
お
い
て
、
説
明
の
た
め
し
ば
し

ば
思
弁
し
◆
ヘ
ル
の
表
層
を
頂
点
と
し
生
活
し
・
ヘ
ル
の
基
層
を
底
辺
と
す
る
二
等

辺
三
角
形
を
用
い
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
高
度
に
体
系
化
さ
れ
た
思
想
に
と
ど
ま

ら
ず
、
頂
点
と
底
辺
の
中
間
領
域
に
形
成
さ
れ
る
時
代
思
潮
を
把
握
す
る
こ
と

を
重
視
さ
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
も
日
本
人
の
生
死
観
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き

た
。
そ
う
し
た
研
究
が
や
や
も
す
れ
ば
頂
点
的
思
想
、
な
か
ん
ず
く
仏
教
思
想

の
系
譜
を
辿
る
こ
と
に
終
始
し
が
ち
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
池
見
氏
は
右
の
ご

と
き
視
座
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
史
と
い
う
分
野
を
越
え
て
、
こ
れ
ま

で
教
義
的
視
角
か
ら
見
落
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
、
民
衆
の
心
情
ま
で
を
含

め
た
「
中
世
の
精
神
世
界
」
の
解
明
に
、
か
な
り
の
程
度
成
功
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

以
下
、
上
記
の
諸
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
つ
つ
本

書
の
具
体
的
な
内
容
紹
介
と
そ
の
検
討
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
い
。

本
書
は
「
ｌ
、
他
者
の
死
」
「
Ｉ
、
自
己
の
死
」
「
Ⅲ
、
も
う
ひ
と
つ
の
信

仰
」
の
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

2

第
１
部
第
１
章
「
不
浄
の
軌
跡
ｌ
精
神
史
的
考
察
」
は
著
者
の
処
女
論
文

で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
池
見
氏
自
身
、
「
本
書
の
全
篇
を
つ
ら
ぬ
き
方
向
づ
け

る
問
題
意
識
が
、
す
で
に
み
ぎ
の
旧
作
に
打
ち
だ
さ
れ
て
い
た
」
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
よ
う
に
、
本
書
を
理
解
す
る
た
め
の
鍵
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
詳

し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

本
章
に
お
い
て
池
見
氏
は
、
古
来
日
本
人
が
反
価
値
の
中
心
に
据
え
て
き
た

と
こ
ろ
の
死
を
忌
み
嫌
う
不
浄
と
い
う
価
値
意
識
に
対
し
、
死
か
ら
の
解
脱
を

説
く
仏
教
、
特
に
往
生
を
欣
求
す
る
浄
土
教
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
か

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
池
見
氏
は
、
ま
ず
八
不
浄
Ｖ
と
浄
土
教
と
の
関
わ
り

方
を
二
つ
に
分
け
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
で
は
葬
送
ｌ
死
を
連
想
さ
せ
る
念
仏

が
八
不
浄
Ｖ
文
化
か
ら
忌
ま
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。
し
か
し
、
念
仏

の
説
く
仏
教
的
罪
業
観
は
、
他
方
で
は
忌
む
べ
き
八
不
浄
Ｖ
と
習
合
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
脱
八
不
浄
Ｖ
化
を
推
し
進
め
、
日
本
人
の
「
シ
ミ
」
意
識
を
深

化
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
死
Ｉ
不
浄
Ｉ
忌
」
か
ら

「
死
ｌ
輪
廻
ｌ
厭
」
と
い
う
思
潮
の
転
換
を
促
し
、
最
終
的
に
は
死
の
忌
避

を
超
え
た
「
無
常
観
」
の
世
界
へ
と
人
々
を
導
い
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

「
浄
ｌ
不
浄
」
の
観
念
を
軸
と
し
て
日
本
独
自
の
価
値
意
識
を
論
じ
た
研
究

は
数
多
い
が
、
そ
れ
と
仏
教
思
想
と
の
関
わ
り
方
を
本
格
的
に
追
求
し
た
論
稿

は
管
見
に
よ
る
限
り
こ
れ
が
初
め
て
で
あ
る
。
し
か
も
、
両
者
の
交
渉
を
教
理

的
次
元
に
と
ど
め
ず
、
法
語
・
談
義
本
・
説
話
史
料
を
縦
横
に
駆
使
し
て
時
代

一
般
の
思
潮
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
手
法
は
、
先
に
も

述
べ
た
よ
う
に
池
見
氏
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
本
稿
は
こ
の

一
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問
題
に
関
す
る
研
究
の
水
準
を
拓
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
但

し
、
池
見
氏
は
十
四
世
紀
に
入
っ
て
強
ま
る
無
常
へ
の
指
向
が
、
村
落
共
同
体

規
制
が
強
ま
っ
て
く
る
社
会
へ
の
逆
対
応
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
一
般

的
に
は
十
四
世
紀
は
無
常
や
遁
世
が
否
定
さ
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
現
実
回
帰
の

時
期
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
通
説
的
見
解
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
を
示

し
て
ほ
し
か
っ
た
。

第
２
章
「
禁
忌
と
念
仏
Ｉ
中
世
民
衆
の
意
識
動
向
」
は
、
第
１
章
で
示
し
た

念
仏
と
八
不
浄
Ｖ
と
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
関
わ
り
方
を
神
祇
信
仰
と
念
仏
と
の

関
係
に
し
ぼ
っ
て
敷
術
し
た
も
の
で
あ
る
。

中
世
に
お
い
て
、
専
修
念
仏
の
徒
が
し
ば
し
ば
神
祇
不
拝
の
態
度
を
と
っ
た

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
池
見
氏
は
、
平
安
期
の
往
生
伝
の
段
階
で
は
清

浄
往
生
が
理
想
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
十
二
世
紀
に
入
っ
て
専
修
念
仏
の

徒
が
「
浄
不
浄
を
選
ば
ず
」
と
説
き
、
ま
た
神
祇
不
拝
を
実
践
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
不
浄
禁
忌
に
抵
抗
し
た
結
果
、
禁
忌
を
否
定
す
る
役
割
を
果
し
た
こ
と

を
指
摘
す
る
。
し
か
し
池
見
氏
は
、
法
然
以
降
「
神
祇
不
拝
」
を
標
櫛
す
る
グ

ル
ー
プ
が
迫
害
を
う
け
て
、
念
仏
教
団
内
に
お
い
て
も
孤
立
化
し
て
ゆ
く
と
い

う
事
実
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
３
章
「
卑
賤
観
念
と
仏
教
ｌ
横
井
清
氏
の
所
説
・
検
討
」
で
は
、
１
．
２
章

で
の
結
論
を
ふ
ま
え
、
仏
教
が
中
世
に
お
い
て
卑
賤
観
念
の
肥
大
と
差
別
の
拡

大
を
助
長
し
た
と
す
る
横
井
清
氏
の
説
に
、
正
面
か
ら
批
判
を
加
え
て
い
る
。

従
来
の
研
究
が
種
々
雑
多
な
卑
賤
観
念
を
十
分
に
区
別
し
対
象
化
し
て
い
な

い
点
を
ま
ず
指
摘
し
た
池
見
氏
は
、
古
来
の
触
械
思
想
が
特
定
他
者
を
不
浄
視

し
て
こ
れ
を
感
覚
的
に
忌
避
し
た
の
に
対
し
、
仏
教
ｌ
浄
土
教
の
場
合
は
自
己

を
通
し
て
普
遍
的
人
間
の
根
源
的
存
在
を
不
浄
視
し
て
、
そ
れ
を
自
覚
的
に
凝

視
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
故
、
触
稜
思
想
が
差
別
を
温
存
し
増
幅

す
る
機
能
を
果
し
た
の
に
対
し
、
自
己
の
根
源
的
不
浄
性
を
自
覚
す
べ
き
こ
と

を
説
く
浄
土
教
は
、
逆
に
特
定
他
者
へ
の
差
別
的
偏
見
を
の
り
こ
え
る
役
割
を

担
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

平
安
期
に
お
け
る
浄
土
信
仰
の
拡
大
と
そ
の
担
い
手
で
あ
る
聖
の
活
動
は
、

こ
れ
ま
で
も
多
数
の
研
究
者
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
、
民
衆
仏
教
Ｉ
新
仏
教
の
源

流
と
し
て
高
い
評
価
を
う
け
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
聖
に
よ
っ
て
説
か
れ
た

浄
土
思
想
が
、
「
凡
夫
大
衆
」
ま
で
も
浸
し
尽
す
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
全
体
に

触
微
ｌ
禁
忌
の
観
念
を
定
着
さ
せ
、
当
時
に
お
け
る
差
別
思
想
の
増
幅
に
寄
与

し
た
こ
と
を
論
じ
、
民
衆
仏
教
の
先
駆
者
と
い
っ
た
形
で
の
従
来
の
一
面
的
な

聖
観
に
厳
し
い
批
判
を
投
げ
か
け
た
の
が
横
井
氏
で
あ
っ
た
。

こ
の
横
井
氏
の
所
説
は
伝
統
的
な
仏
教
研
究
の
あ
り
方
に
対
し
、
き
わ
め
て

重
要
な
問
題
提
起
を
行
な
っ
て
い
た
た
め
、
関
連
分
野
の
研
究
者
に
大
き
な
衝

撃
を
与
え
た
。
だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
激
し
い
議
論
が
呼
び
起
さ
れ
る

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
横
井
氏
に
対
す
る
唯
一
と
も
い
う
べ

き
本
格
的
な
反
論
が
、
こ
の
池
見
氏
の
論
文
な
の
で
あ
る
。

池
見
氏
の
直
接
的
な
横
井
説
批
判
は
こ
の
第
３
章
で
あ
る
が
、
第
１
・
第
２

章
も
ま
た
中
世
に
お
け
る
禁
忌
や
差
別
視
の
溌
無
に
果
し
た
浄
土
思
想
の
影
響

を
強
調
す
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
横
井
説
へ
の
反
論
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
説
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と

は
、
中
世
仏
教
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
決
し
て
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き

な
い
問
題
で
あ
り
、
今
後
他
の
研
究
者
を
も
含
め
た
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

付
１
「
悪
人
往
生
・
再
考
」
は
、
悪
人
往
生
を
不
浄
人
往
生
と
い
う
角
度
か

一
○
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第
１
部
「
自
己
の
死
」
で
は
、
自
己
の
死
を
い
か
に
解
決
す
る
か
と
い
う
問

題
に
対
し
、
無
常
思
想
の
果
し
た
役
割
を
考
え
よ
う
と
す
る
。

第
１
章
「
無
常
と
盈
簡
Ｉ
『
徒
然
草
』
を
例
と
し
て
」
は
、
従
来
「
無
常
観
」

と
い
う
言
葉
で
一
括
さ
れ
て
き
た
思
想
の
中
に
、
処
世
哲
学
と
も
い
う
べ
き

「
盈
満
を
忌
む
」
（
盈
蔭
思
想
）
と
い
う
考
え
方
と
、
仏
教
的
な
「
無
常
観
」

と
い
う
二
つ
の
異
質
な
理
念
が
あ
る
こ
と
を
『
徒
然
草
』
に
つ
い
て
指
摘
し
、

兼
好
の
思
想
構
造
を
そ
の
重
層
性
に
お
い
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
さ
れ

る
。
本
章
に
お
け
る
池
見
氏
の
分
析
の
手
法
は
ま
こ
と
に
あ
ざ
や
か
で
あ
り
、

文
学
を
素
材
と
す
る
思
想
史
的
研
究
の
一
例
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

第
２
章
「
『
一
言
芳
談
』
の
世
界
」
で
は
、
ま
ず
他
の
隠
遁
文
学
と
比
較
し

つ
つ
、
『
一
言
芳
談
』
の
基
本
的
性
格
を
「
後
世
者
性
」
「
非
情
緒
性
」
「
非

理
智
性
」
の
三
つ
で
も
っ
て
捉
え
た
。
次
い
で
『
一
言
芳
談
』
に
お
け
る
八
道

理
Ｖ
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
、
八
道
理
Ｖ
の
中
核
に
根
ざ
す
意
志
と
は
観
念

や
情
緒
を
断
ち
切
っ
た
と
こ
ろ
に
露
表
す
る
自
己
確
立
の
意
志
で
あ
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
、
こ
の
よ
う
な
八
道
理
Ｖ
の
用
例
は
承
久
の
乱
以
前
の
宿
世
的
な

も
の
と
は
異
な
り
、
乱
以
後
に
新
た
に
展
開
す
る
も
の
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。

八
道
理
Ｖ
の
観
念
を
足
が
か
り
と
し
て
、
『
一
言
芳
談
』
を
中
世
思
想
史
の
中

に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
欲
的
な
論
稿
で
あ
る
。

第
３
章
「
『
死
態
』
観
と
浄
土
教
」
は
、
死
に
際
の
生
態
で
あ
る
と
こ
ろ
の

ら
捉
え
直
し
た
、
短
編
な
が
ら
興
味
深
い
論
稿
。
付
２
「
不
浄
観
法
と
忌
み
」

は
、
仏
教
の
不
浄
観
法
と
日
本
の
伝
統
的
な
「
忌
承
」
の
意
識
と
の
関
わ
り
を

と
り
あ
げ
、
そ
の
変
容
を
論
じ
て
い
る
。

3

「
死
態
」
観
に
視
点
を
置
い
て
、
生
死
観
の
形
成
に
果
し
た
仏
教
の
役
割
を
、

往
生
伝
・
発
心
謹
・
軍
記
物
の
三
つ
を
素
材
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
。

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
池
見
氏
は
史
料
自
体
に
即
し
て
「
死

態
」
観
の
級
密
な
分
析
を
行
な
い
、
仏
教
の
教
義
と
そ
れ
を
受
容
し
た
人
々
の

実
際
の
「
死
態
」
観
と
の
ズ
レ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、

中
世
の
発
心
謹
に
は
臨
終
正
念
を
得
ん
が
た
め
に
往
生
を
願
う
如
き
、
い
わ
ば

「
往
生
の
手
段
化
」
と
も
い
う
べ
き
立
場
が
み
ら
れ
る
と
い
っ
た
、
い
く
つ
か

の
重
要
な
特
質
を
刷
扶
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

第
４
章
「
逆
修
信
仰
ｌ
論
拠
と
実
態
」
で
は
、
中
世
に
盛
行
し
た
逆
修
信

仰
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
目
的
と
さ
れ
る
「
往
生
な
い
し
菩
提
」
「
延
寿
」
「
死
の

受
容
」
の
三
つ
の
型
に
つ
い
て
、
典
拠
で
あ
る
漢
訳
仏
典
と
わ
が
国
で
の
信
仰

の
実
態
と
の
落
差
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
自
ら
の
死
を
覚
悟
す
る
た

め
の
バ
ネ
と
し
て
の
「
逆
修
」
Ｉ
「
死
の
受
容
」
は
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
り
、

中
世
の
生
死
観
の
基
調
と
も
い
う
べ
き
八
死
そ
の
も
の
の
な
か
に
問
題
の
解

決
を
み
い
だ
そ
う
と
す
る
態
度
Ｖ
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
指

摘
は
興
味
深
い
。

第
５
章
「
『
梓
弓
』
説
話
の
形
成
Ｉ
仏
教
と
シ
ャ
ー
言
一
ズ
ム
」
は
、
普

遍
宗
教
と
し
て
の
仏
教
と
基
層
信
仰
た
る
シ
ャ
ー
言
一
ズ
ム
と
の
交
渉
を
、
逆

修
謹
と
し
て
の
「
梓
弓
」
説
話
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
。
古
来
の
口
寄

せ
巫
俗
が
習
俗
と
し
て
さ
き
に
あ
り
、
そ
こ
で
の
呪
具
な
い
し
象
徴
た
る
「
梓

弓
」
が
、
帰
死
性
を
説
示
す
る
逆
修
謹
に
転
用
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

４

第
三
部
「
も
う
ひ
と
つ
の
信
仰
」
は
、
八
夢
Ｖ
信
仰
と
人
師
信
仰
を
と
り
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あ
げ
、
そ
の
実
体
と
意
義
を
考
え
よ
う
と
す
る
。

第
１
章
「
八
夢
信
仰
Ｖ
の
軌
跡
」
は
、
文
芸
作
品
等
を
素
材
と
し
て
古
代
か

ら
中
世
に
至
る
夢
信
仰
の
展
開
を
追
求
し
た
も
の
。
池
見
氏
は
夢
の
観
念
に
、

夢
に
ゑ
る
対
象
を
「
実
在
」
で
あ
る
と
信
受
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
八
夢
Ｖ

信
仰
と
、
夢
を
「
非
実
在
」
と
み
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
現
象
世
界
の
は
か
な

さ
を
比
倫
的
に
表
現
し
た
、
仏
教
的
な
八
夢
の
世
Ｖ
観
の
二
つ
が
あ
る
と
す

る
。
そ
し
て
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
行
を
後
者
に
よ
る
前
者
の
減
圧
と
否
定

の
過
程
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
は
中
世
の
軍
記
物
に
至
っ
て
ひ
と
つ
の
極
点
に
達

し
た
と
す
る
。

第
２
章
「
善
導
・
法
然
を
め
ぐ
る
人
師
信
仰
」
で
は
、
法
然
と
そ
の
教
団
に

お
け
る
善
導
・
法
然
に
対
す
る
人
格
崇
拝
１
人
師
信
仰
の
展
開
と
、
そ
れ
が
教

団
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
た
か
を
考
察
し
て
い
る
。
法
然
・
善
導

を
め
ぐ
る
人
師
信
仰
は
、
そ
の
背
景
に
弥
陀
が
連
接
し
て
い
る
故
に
弥
陀
信
仰

の
一
形
態
と
捉
え
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
弥
陀
に
と
ど
ま
ら
ず
善
導
・
法
然

と
い
っ
た
特
定
の
具
体
的
な
人
格
を
対
象
に
求
め
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
、

中
世
日
本
人
の
思
惟
方
法
の
特
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
。

こ
れ
ま
で
中
世
仏
教
の
研
究
は
、
あ
ま
り
に
も
教
理
史
的
な
側
面
に
か
た
よ

り
が
ち
で
あ
っ
た
。
池
見
氏
は
従
来
そ
う
し
た
視
座
か
ら
は
見
落
と
さ
れ
が
ち

で
あ
っ
た
右
の
二
つ
の
信
仰
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
実
体
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
中
世
の
宗
教
世
界
の
豊
饒
な
一
面
を

ゑ
ご
と
に
浮
き
彫
り
に
し
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
仏
教
の
日
本

的
変
容
を
考
え
る
上
で
も
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
、
日
本
思
想
論
・
文
化
論
の

試
承
の
ひ
と
つ
と
し
て
も
今
後
大
い
に
継
承
し
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る

戸
、
／
０

以
上
、
本
書
の
概
略
を
紹
介
し
た
。
本
書
の
特
色
は
何
よ
り
も
、
巨
視
的
な

立
場
か
ら
広
い
範
囲
の
史
料
を
駆
使
し
て
中
世
の
精
神
世
界
を
再
現
し
て
い
っ

た
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

従
来
の
中
世
思
想
論
は
仏
教
、
な
か
で
も
そ
の
頂
点
的
思
想
家
の
著
作
を
素

材
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
池
見
氏
の
研
究
は
、

タ
テ
に
は
万
葉
の
時
代
か
ら
室
町
時
代
ま
で
を
、
ヨ
コ
に
は
体
系
化
さ
れ
た
仏

教
教
理
か
ら
神
道
・
文
芸
・
伝
承
ま
で
を
視
野
に
含
め
た
、
非
常
に
広
範
囲
な

も
の
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
先
に
述
べ
た
如
き
強
い
問
題
意
識
と
統
一
的
な

視
座
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
本
書
は
、
「
死
と
救
済
」

と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
個
別
研
究
の
枠
を
越
え
て
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
中
世
の
精
神
世
界
の
重
要
な
一
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
成

功
し
て
い
る
。

池
見
氏
の
研
究
の
い
ま
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
点
は
、
上
記
の
よ
う
な
形
で
時

代
の
精
神
を
巨
視
的
に
捉
え
ら
れ
よ
う
と
す
る
一
方
、
常
に
当
時
の
人
々
の
意

識
や
精
神
の
ひ
だ
に
分
け
入
ろ
う
と
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
点
で
あ
ろ

う
。
第
１
部
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
稿
は
そ
う
し
た
特
色
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
本
書
に
お
い
て
は
体
系
的
教
義
と
そ
の
受
容
の
実
態
と
の
落
差
が

付
１
「
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
慈
悲
行
と
法
然
の
救
済
姿
勢
ｌ
松
野
純
考
氏

稿
を
検
討
し
つ
つ
」
は
、
鎌
倉
期
に
波
及
と
定
着
を
ゑ
た
倫
理
的
価
値
と
し
て

「
慈
悲
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
捉
え
る
視
座
と
し
て
自
力
聖
道
系
と
他
力
浄

土
系
と
い
う
二
つ
の
型
を
設
定
し
、
従
来
の
新
・
旧
仏
教
と
い
う
枠
組
と
は
異

な
る
仕
方
で
把
握
し
直
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

5
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い
く
つ
か
の
点
に
お
い
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
外
来
思
想
の
日
本
的
受

容
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
の
有
益
な
提
言
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う

し
た
考
察
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
頂
点
的
思
想
と
し
て
の
鎌
倉
仏
教
の

歴
史
的
位
置
も
、
新
た
な
角
度
か
ら
見
直
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

上
記
の
如
き
本
書
の
注
目
す
べ
き
独
自
性
が
生
ま
れ
た
背
景
の
ひ
と
つ
に
、

第
１
節
で
触
れ
た
仏
教
者
と
し
て
の
池
見
氏
の
主
体
的
な
問
題
意
識
が
あ
っ
た

こ
と
は
疑
え
な
い
。
し
か
し
、
他
方
で
は
そ
の
問
題
意
識
が
、
浄
土
教
の
果
し

た
歴
史
的
役
割
に
つ
い
て
の
、
あ
る
種
の
評
価
の
甘
さ
を
生
玖
出
し
て
い
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

池
見
氏
は
、
十
世
紀
か
ら
民
間
に
浸
透
す
る
浄
士
教
が
日
本
人
を
死
の
忌
避

や
不
浄
観
の
拘
束
か
ら
解
放
し
、
自
己
の
内
な
る
「
シ
ミ
」
を
自
覚
さ
せ
無
常

の
世
界
に
眼
を
開
か
せ
て
い
っ
た
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
今
日
の
中
世
史
研
究
に

お
い
て
は
、
仏
教
の
浸
透
に
伴
う
罪
意
識
の
深
化
が
堕
地
獄
の
恐
怖
を
生
み
出

し
、
そ
れ
が
民
衆
を
滅
罪
生
善
を
め
ざ
し
て
の
寺
院
へ
の
結
縁
へ
と
駆
り
立

て
、
結
果
的
に
は
彼
ら
を
宗
教
領
主
と
し
て
の
寺
家
の
支
配
と
呪
縛
の
も
と
に

組
承
込
む
役
割
を
果
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
指
摘
を

考
慮
し
た
と
き
、
罪
意
識
の
定
着
を
そ
の
ま
ま
人
生
観
・
世
界
観
の
深
化
と
し

て
評
価
す
る
立
場
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
池
見
氏
は
十
世
紀
以
降
の
浄
士
教
の
展
開
を
連
続
し
た
一
本
の
流
れ

と
し
て
捉
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
理
解
は
妥
当
で
あ
ろ
う

か
。
平
安
期
の
聖
と
法
然
の
間
に
は
思
想
や
社
会
的
活
動
の
あ
り
方
の
面
に
お

い
て
相
当
な
懸
隔
が
存
在
す
る
し
、
法
然
門
流
に
つ
い
て
も
、
安
心
派
と
起
行

派
と
で
は
聖
道
観
や
神
祇
観
に
つ
い
て
対
照
的
な
立
場
を
看
取
し
う
る
。
こ
れ

ら
の
思
想
的
立
場
や
歴
史
的
役
割
の
相
違
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
問
題
を
含
め
、
最
近
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
と
し
て
の
鎌
倉
浄
土
教
研

究
は
め
ざ
ま
し
い
進
歩
ぶ
り
を
み
せ
て
い
る
。
本
書
を
「
日
本
仏
教
機
能
論
」

と
規
定
さ
れ
た
池
見
氏
が
、
次
の
機
会
に
は
そ
れ
ら
の
研
究
と
正
面
か
ら
切
り

結
ん
で
ほ
し
い
と
願
う
の
は
私
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

以
上
、
浅
学
の
身
も
か
え
り
み
ず
無
遠
慮
な
感
想
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
礼
を
失
し
た
点
も
多
々
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
氏
の
寛
恕
を
乞
う
他
は

な
い
。
池
見
氏
が
本
書
で
打
ち
出
さ
れ
た
視
点
を
さ
ら
に
展
開
さ
れ
、
今
後
も

刺
激
的
な
研
究
を
発
表
さ
れ
続
け
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
稿
を
終
え
た
い
。

（
人
文
書
院
、
一
九
八
五
年
、
二
、
四
○
○
円
）
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