
以
上
、
『
中
世
仏
教
と
鎌
倉
幕
府
』
の
叙
述
に
し
た
が
っ
て
内
容
の
紹

介
と
批
判
と
を
行
っ
た
。
著
者
の
、
「
体
制
・
反
体
制
・
超
体
制
」
と
い

う
中
世
仏
教
の
三
区
分
的
理
解
や
武
家
的
体
制
仏
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
の
「
禅
密
主
義
」
な
ど
の
概
念
を
提
起
す
る
方
法
論
的
努
力
は
、
巨

視
的
に
は
、
中
世
国
家
論
の
レ
ベ
ル
で
黒
田
氏
が
展
開
し
よ
う
と
し
た
、

中
世
の
日
本
列
島
を
一
元
的
国
家
と
し
て
理
解
す
る
方
向
に
対
す
る
ア
ン

テ
ィ
・
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
東
国
政
権
で
あ
る
鎌
倉
幕
府
の
独
自
性
を
強
調

す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
著
者
の
方
法
論
は
、
ポ
ス
ト
顕
密
体
制
論
に
む
け
て
さ
ら
に

練
ら
れ
て
研
究
史
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

げ
に
、
方
法
論
の
模
索
は
容
易
で
は
な
い
。
い
ま
は
、
本
書
の
視
角
が

正
当
に
中
世
思
想
史
研
究
の
な
か
で
評
価
さ
れ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の

論
議
が
さ
ら
に
深
ま
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
願
う
の
み
で
あ
る
。

最
後
に
、
な
に
よ
り
も
本
書
の
誤
読
を
恐
れ
つ
つ
、
失
礼
の
ほ
ど
、
著

者
の
ご
海
容
を
お
願
い
し
た
い
。

（
群
馬
県
立
女
子
大
学
助
教
授
）

あ
ろ
う
。
後
者
、
七
四
頁
の
「
東
大
寺
の
明
恵
高
弁
」
、
一
二
九
頁
の
「
蓮

如
に
率
い
ら
れ
た
一
向
一
摸
」
で
あ
る
。

む
す
び

本
書
は
、
丸
山
眞
男
日
本
思
想
史
学
の
継
承
者
で
あ
る
渡
辺
浩
氏
が
、

こ
こ
十
数
年
来
に
発
表
し
た
諸
論
考
の
集
成
で
あ
る
。
氏
の
立
論
の
手
法

は
、
本
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
に
当
た
っ
て
特
に
付
さ
れ
た
「
序
い
く

つ
か
の
日
本
史
用
語
に
つ
い
て
」
に
明
瞭
か
つ
印
象
的
に
示
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
に
提
示
さ
れ
た
問
題
意
識
と
方
法
論
と
が
、
本
書
を
決
定
的
に
特
徴

づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
本
書
を
論
ず
る
上
で
重
要
な
論
点
に
な
る
と
思
わ

れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
先
ず
、
そ
の
記
述
の
方
法
を
氏
の
言
葉
に
確
認
し

て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。
氏
は
冒
頭
、
「
本
書
で
は
、
日
本
語
に
よ

る
日
本
史
叙
述
に
お
い
て
現
在
広
く
通
用
し
て
い
る
い
く
つ
か
の
用
語
を
、

用
い
て
い
な
い
」
が
、
そ
れ
は
「
決
し
て
奇
を
て
ら
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

通
用
の
語
が
、
歴
史
認
識
の
深
化
を
妨
げ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
」
と
し

て
、
「
幕
府
」
「
朝
廷
」
「
天
皇
」
「
藩
」
と
い
っ
た
、
我
々
が
江
戸
期
の
思

想
を
論
じ
る
の
に
通
常
使
い
慣
れ
て
き
た
諸
用
語
を
あ
え
て
使
用
し
な
い

わ
け
を
説
得
的
に
述
べ
る
。

た
と
え
ば
「
幕
府
」
と
い
う
語
の
一
般
化
は
後
期
水
戸
学
の
使
用
に
由

渡
辺
浩
著

『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』

（
東
京
大
学
出
版
会
．
一
九
九
七
年
）
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来
し
て
お
り
、
江
戸
時
代
末
期
に
お
け
る
流
行
、
普
及
の
特
別
な
政
治
的

背
景
を
考
え
れ
ば
、
「
「
幕
府
」
と
は
、
皇
国
史
観
の
一
象
徴
に
ほ
か
な
ら
」

ず
、
そ
の
安
易
な
使
用
は
「
江
戸
時
代
の
中
で
、
江
戸
と
京
都
の
関
係
が

大
き
く
変
化
し
た
と
い
う
事
実
を
見
え
に
く
く
」
し
「
水
戸
学
的
な
江
戸
・

京
都
の
関
係
解
釈
を
特
権
化
す
る
。
さ
ら
に
は
、
古
代
以
来
、
天
皇
家
が

（
「
武
家
」
と
の
関
係
に
お
い
て
も
）
変
転
に
変
転
を
遂
げ
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
よ
う
や
く
生
き
延
び
て
き
た
と
い
う
事
実
を
忘
れ
が
ち
に
さ
せ
る
」

こ
と
に
他
な
ら
な
い
、
と
氏
は
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
用
語
を
用
い

ず
に
江
戸
期
の
思
想
世
界
が
語
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
「
幕
府
」
に
つ
い

て
言
え
ば
、
「
当
時
最
も
普
通
の
呼
称
を
使
う
の
が
自
然
」
で
、
そ
れ
は
「
公

儀
」
と
い
う
語
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
同
様
に
、
「
朝
廷
」
と
い
う
語
の

使
わ
れ
方
も
今
日
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
江
戸
の
「
公
儀
」
も
し
ば
し
ば

そ
の
語
で
称
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
初
か
ら
両
者
を
並
立
す

る
二
元
的
実
体
と
し
て
「
「
朝
廷
」
と
い
え
ば
、
当
然
京
都
に
あ
り
、
江

戸
に
あ
っ
た
の
は
「
幕
府
」
だ
っ
た
と
い
う
通
念
が
、
実
は
水
戸
学
的
で

あ
り
、
「
近
代
的
」
な
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
う
し
た
思
い
こ
み
か
ら
、

江
戸
期
の
思
想
世
界
を
解
放
し
よ
う
と
試
み
る
。
「
天
皇
」
「
藩
」
と
い
っ

た
用
語
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
後
期
水
戸
学
的
Ⅱ
「
近
代
的
」
視
野
の
限

定
か
ら
の
解
放
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
手
法
と
共
に
あ
る
思

想
史
的
関
心
は
、
氏
の
表
現
を
使
え
ば
、
「
も
は
や
永
遠
に
還
る
こ
と
の

な
い
過
去
の
時
間
の
中
で
、
か
つ
て
本
当
に
生
き
て
い
た
男
女
た
ち
、
そ

し
て
、
時
に
は
現
代
に
生
き
る
我
々
と
同
様
の
問
題
に
直
面
し
て
悩
ん
で

い
た
男
女
た
ち
ｉ
そ
の
人
々
の
、
政
治
に
か
か
わ
る
理
論
・
思
索
・
考

え
．
思
い
・
感
情
・
気
分
等
を
理
解
し
、
了
解
し
、
そ
し
て
、
彼
ら
と
と

も
に
自
分
も
考
え
て
み
た
い
」
（
「
は
し
が
き
」
）
と
い
う
知
的
な
追
体
験
の

欲
求
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
、
従
来
の
日
本
史
用
語
の
使
用
を
め
ぐ
る
我
々
の
思
い
こ
み
と

そ
れ
に
由
来
す
る
錯
誤
か
ら
の
解
放
は
確
か
に
新
鮮
で
あ
り
、
そ
れ
が
本

書
巻
頭
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
氏
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
は
衝
撃

を
も
っ
て
読
者
に
迫
っ
て
来
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
手
法
及
び
そ
の

手
法
と
直
結
し
た
思
想
史
的
関
心
の
あ
り
よ
う
は
、
氏
の
旧
著
に
す
で
に

示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
氏
は
、
話
題
を
呼
ん
だ
前
著
『
近
世
日

本
社
会
と
宋
学
』
（
一
九
八
五
年
）
に
、
皆
川
漠
園
『
問
学
挙
要
』
か
ら
「
凡

そ
古
人
の
書
を
読
み
、
古
人
の
言
を
調
せ
ば
、
須
ら
く
略
そ
の
世
に
通
ず

べ
し
。
蓋
し
当
時
天
下
の
大
勢
は
如
何
、
民
風
は
如
何
、
そ
の
国
安
危
の

勢
は
如
何
、
そ
の
国
制
・
職
官
・
位
秩
は
、
何
を
貴
し
と
為
し
、
何
を
賤

し
き
と
為
す
か
、
及
び
そ
の
人
の
世
族
、
本
何
の
宗
に
出
で
、
そ
の
人
の

身
分
の
高
下
及
び
平
生
の
履
歴
は
皆
如
何
と
い
ふ
が
如
き
の
類
、
審
に
知

ら
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
い
う
箇
所
を
引
き
、
自
ら
の
思
想

史
記
述
の
方
法
を
述
べ
て
い
た
（
「
序
」
）
。
氏
は
そ
こ
で
、
「
あ
る
意
味
で

全
く
常
識
的
な
」
こ
の
手
法
に
徹
す
る
こ
と
で
、
「
対
象
の
理
解
を
深
め
、

そ
の
歴
史
的
展
開
を
説
明
す
る
」
こ
と
を
課
題
と
し
、
徳
川
前
期
儒
学
思

想
史
を
「
外
来
思
想
と
し
て
の
宋
学
を
め
ぐ
る
受
容
と
反
発
・
軋
礫
と
変

容
の
ド
ラ
マ
」
と
し
て
内
在
的
に
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
結
果
、
「
徳
川
時
代
の
儒
学
史
」
が
「
外
来
思
想
と
既
存
の
思
想
（
そ

れ
は
往
々
社
会
の
制
度
と
結
合
し
て
い
る
）
と
の
一
面
で
の
親
和
性
を
下
地
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に
、
他
面
で
の
非
親
和
性
・
不
適
合
性
を
解
消
し
解
決
す
べ
く
、
次
々
と

新
た
な
試
み
の
な
さ
れ
た
過
程
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
「
本
来
思
想
主
体

の
内
面
構
造
に
関
し
て
も
、
あ
る
深
い
齪
嬬
を
日
本
社
会
と
の
間
で
き
た

し
て
い
た
」
朱
子
学
と
の
格
闘
を
通
じ
て
の
「
儒
学
の
一
つ
の
巧
み
な
日

本
化
」
「
日
本
に
お
け
る
思
想
の
儒
教
化
の
進
展
」
の
諸
相
が
、
前
著
に

お
い
て
語
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
と
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、

今
回
の
新
著
が
、
よ
り
純
化
さ
れ
た
方
法
と
そ
れ
に
基
づ
く
叙
述
に
よ
り
、

江
戸
中
後
期
の
思
想
世
界
が
引
き
続
い
て
論
じ
ら
れ
た
、
議
論
と
し
て
は

一
連
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
一
貫
し

た
方
法
に
依
り
つ
つ
、
今
回
は
本
書
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
思
想
史
記
述

が
可
能
に
な
っ
た
の
か
、
ま
た
丸
山
思
想
史
学
の
何
を
継
承
し
ど
こ
が
異

な
る
の
か
、
さ
ら
に
は
近
年
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
、
思
想
の
言
説
性
を

問
う
研
究
潮
流
を
一
方
に
置
き
つ
つ
為
さ
れ
る
こ
の
研
究
の
意
義
と
い
っ

た
こ
と
が
ら
が
、
（
氏
は
そ
う
し
た
動
向
に
特
に
言
及
し
な
い
が
）
我
々
読
者

に
と
っ
て
は
関
心
事
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
関
心
に
つ
な
が
る
、

氏
に
お
い
て
鮮
明
に
提
示
さ
れ
る
、
方
法
的
自
覚
と
思
想
史
叙
述
の
問
題

は
、
あ
ら
た
め
て
考
え
る
こ
と
と
し
て
、
先
ず
は
上
述
の
手
法
に
よ
っ
て

統
一
さ
れ
た
、
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

本
書
の
編
成
を
目
次
に
よ
っ
て
示
せ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

序
い
く
つ
か
の
日
本
史
用
語
に
つ
い
て

Ｉ
政
治
体
制
の
思
想

’
一

ｌ
「
御
威
光
」
と
象
徴
ｌ
徳
川
政
治
体
制
の
一
側
面
Ｉ

２
制
度
・
体
制
・
政
治
思
想

Ⅱ
東
ア
ジ
ア
の
諸
社
会
と
思
想

３
儒
学
史
の
異
同
の
一
解
釈
ｌ
「
朱
子
学
」
以
降
の
中
国
と
日

本
皿

４
儒
者
・
読
書
人
・
両
班
Ｉ
儒
学
的
「
教
養
人
」
の
存
在
形
態

５
束
ア
ジ
ア
に
お
け
る
儒
学
関
連
事
項
対
照
表
Ｉ
十
九
世
紀
前

半
ｌ

Ⅲ
日
本
儒
学
と
国
学
的
心
性

６
「
泰
平
」
と
「
皇
国
」

７
「
理
」
の
美
的
嫌
悪
と
暴
力

Ⅳ
西
洋
の
「
近
代
」
と
東
ア
ジ
ア

８
西
洋
の
「
近
代
」
と
儒
学

９
「
進
歩
」
と
「
中
華
」
ｌ
日
本
の
場
合
Ｉ

各
論
文
の
事
細
か
な
紹
介
は
省
き
、
こ
こ
で
は
、
各
編
の
問
題
設
定
に

限
っ
て
概
要
を
得
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

「
Ｉ
政
治
体
制
の
思
想
」
は
、
戦
国
の
世
を
経
て
文
字
通
り
「
剥
き

出
し
の
暴
力
」
に
よ
っ
て
成
立
し
た
徳
川
の
支
配
の
、
そ
の
正
当
性
の
根

拠
の
所
在
を
、
思
想
家
の
言
説
の
な
か
か
ら
何
ら
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

し
て
求
心
的
に
抽
出
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
徳
川
世
界
に
充
満
し
、

そ
の
質
を
決
定
し
た
空
気
の
ご
と
き
も
の
、
綴
密
に
制
度
化
さ
れ
た
「
格

式
の
ゲ
ー
ム
」
の
集
積
そ
れ
自
体
の
中
に
求
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
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「
二
百
七
十
余
年
の
久
し
き
に
因
襲
せ
る
厳
重
な
る
慣
例
・
格
式
・
作

法
・
礼
儀
等
に
て
形
而
下
を
捻
束
し
、
遂
に
形
而
上
に
及
ぼ
し
」
（
福
地

桜
痴
）
た
事
実
、
す
な
わ
ち
「
身
分
格
式
を
印
象
づ
け
る
象
徴
的
事
物
と

儀
礼
・
儀
式
・
祭
典
等
の
種
々
の
象
徴
的
行
為
が
、
永
い
「
泰
平
」
の
内

に
異
常
な
ま
で
に
発
達
し
、
上
位
者
を
見
え
ざ
る
光
背
で
包
ん
で
」
お
り
、

「
都
市
・
建
築
物
・
家
具
・
従
者
・
荷
物
・
衣
装
等
の
全
て
が
舞
台
装

置
・
大
道
具
・
小
道
具
と
な
っ
て
威
信
の
系
列
を
表
象
し
、
そ
れ
を
自
他

に
公
示
し
、
相
互
に
確
認
す
る
儀
式
が
至
る
所
で
念
入
り
に
執
行
さ
れ
て
」

い
て
、
「
理
屈
よ
り
心
に
、
知
性
よ
り
諸
感
覚
と
感
性
に
訴
え
る
諸
象
徴
が
、

不
断
に
機
能
し
、
体
制
維
持
の
一
助
と
な
っ
て
い
た
」
あ
り
よ
う
を
、
豊

富
な
史
料
、
特
に
大
名
、
武
士
階
級
の
社
会
的
生
活
の
記
録
そ
の
も
の
の

中
か
ら
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
も
の
で
あ
り
、
引
用
の
適
切
さ
と
併
せ
て
、

氏
の
社
会
史
的
思
想
史
記
述
が
効
果
的
に
発
揮
さ
れ
た
二
論
文
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
。

「
Ⅱ
東
ア
ジ
ア
の
諸
世
界
と
思
想
」
は
、
い
わ
ば
三
点
測
量
の
よ
う

な
か
た
ち
で
、
日
本
・
朝
鮮
・
中
国
の
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け

て
の
思
想
的
布
置
を
、
特
に
そ
れ
を
担
っ
た
当
事
者
た
ち
の
社
会
内
的
あ

り
か
た
を
軸
に
対
比
的
に
論
じ
、
結
果
と
し
て
江
戸
期
日
本
の
思
想
状
況

の
個
別
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
内
容
的
に
は
本
書
中
、

最
も
前
著
『
近
世
日
本
社
会
と
宋
学
』
に
直
結
す
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

今
回
は
そ
れ
を
思
想
言
説
そ
の
も
の
の
分
析
よ
り
も
、
「
思
想
成
立
の
社

会
的
な
「
場
」
に
注
目
」
し
、
そ
の
考
察
を
同
時
期
の
朝
鮮
・
中
国
に
広

げ
て
比
較
対
照
の
な
か
か
ら
論
じ
た
点
に
特
色
が
あ
り
、
全
体
的
な
見
通

し
の
良
さ
が
感
得
さ
れ
る
章
と
な
っ
て
い
る
。
評
者
と
し
て
は
、
特
に
「
儒

者
・
読
書
人
・
両
班
」
が
、
江
戸
期
に
お
け
る
「
教
養
」
の
発
生
を
自
分

な
り
に
考
え
て
い
く
上
で
参
考
に
な
っ
た
。
ま
た
、
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け

る
儒
学
関
連
事
項
対
照
表
」
も
、
か
つ
て
雑
誌
発
表
時
に
啓
発
さ
れ
る
と

こ
ろ
大
で
あ
っ
た
が
、
今
回
あ
ら
た
め
て
通
覧
し
て
、
近
年
注
目
さ
れ
る
、

文
化
構
造
と
し
て
の
儒
教
社
会
の
分
析
上
、
有
益
な
助
け
と
な
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
ら
れ
た
。

「
Ⅲ
日
本
儒
学
と
国
学
的
心
性
」
も
、
前
著
で
一
部
述
べ
ら
れ
て
い

た
内
容
の
詳
細
な
展
開
で
あ
る
が
、
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
幕

末
の
対
外
的
な
危
機
的
状
況
が
「
皇
国
」
意
識
を
生
み
出
し
た
の
で
は
な

く
、
「
「
泰
平
」
で
あ
る
が
故
に
「
皇
国
意
識
」
が
拡
が
り
易
く
な
る
と
い

う
事
情
が
あ
っ
た
」
こ
と
の
重
要
性
を
言
う
章
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
皇
国
」

的
世
界
像
を
確
定
し
た
賀
茂
真
淵
・
本
居
宣
長
の
国
学
の
場
合
に
と
ど
ま

ら
ず
、
「
荻
生
柤
棟
の
儒
学
体
系
も
、
十
八
世
紀
中
葉
以
降
、
正
に
「
泰
平
」

の
故
に
崩
れ
、
「
皇
国
」
的
世
界
像
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
」
こ
と
を
論
じ
、

そ
れ
故
に
柤
棟
学
派
が
自
壊
作
用
を
起
こ
し
、
服
部
南
郭
ら
の
「
文
人
化
」

は
そ
の
「
自
己
暴
露
」
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。
国
学
の
問
題
構
成
を

予
め
準
備
し
た
も
の
と
し
て
、
祖
棟
学
に
お
け
る
「
泰
平
」
観
と
学
派
自

壊
へ
の
観
点
が
新
た
に
提
示
さ
れ
た
点
に
、
本
章
の
独
自
性
が
あ
る
だ
ろ

亜
〈
，
／
○

「
Ⅳ
西
洋
の
「
近
代
」
と
東
ア
ジ
ア
」
で
取
り
扱
わ
れ
る
議
題
は
、

今
日
的
論
点
と
も
連
な
る
、
儒
教
と
民
主
化
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
氏
は

儒
教
と
民
主
化
を
め
ぐ
る
近
年
の
議
論
を
整
理
し
、
「
西
化
」
↑
↓
「
非
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西
化
」
の
縦
軸
、
「
儒
学
Ⅱ
民
主
」
↑
↓
「
儒
学
Ⅱ
民
主
」
の
横
軸
を
座

標
軸
と
す
る
四
区
分
の
内
の
三
つ
に
そ
れ
ら
を
分
類
配
当
し
た
上
で
、
残

る
一
区
分
に
配
せ
ら
れ
る
べ
き
儒
学
の
可
能
性
を
考
え
る
（
「
三
者
の
い
ず

れ
も
が
余
り
注
目
し
て
い
な
い
見
解
が
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
、
「
西
化
」
と
し
て

の
「
民
主
」
化
こ
そ
が
、
儒
学
の
教
え
の
実
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
見

解
で
あ
る
」
）
・
氏
は
横
井
小
楠
、
阪
谷
素
ら
の
場
合
を
例
に
、
「
第
四
の

仮
説
的
見
解
」
の
可
能
性
を
「
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
前
半
の
日
本
、

即
ち
儒
学
的
教
養
が
最
も
浸
透
し
た
時
期
の
日
本
の
知
識
人
の
眼
に
、
同

時
代
の
西
洋
は
、
儒
学
の
最
も
基
本
的
な
価
値
で
あ
る
「
仁
」
や
「
公
」

を
実
現
し
た
も
の
と
映
る
こ
と
が
、
実
は
往
々
あ
っ
た
」
こ
と
の
分
析
的

解
読
か
ら
探
ろ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
仁
」
や
「
公
」
が
彼
ら
な
り
の

西
洋
理
解
の
中
に
読
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
経
緯
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
「
（
明

治
維
新
と
は
）
「
王
政
復
古
」
の
革
命
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
儒
学
的
西
洋
化
」

の
革
命
で
も
、
多
分
、
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
後
、
儒
学
的
諸
理
念
は
西
洋
思
想
に
い
わ
ば
吸
収
さ
れ
て
い
き
、

相
対
的
に
は
速
や
か
に
独
自
の
体
系
と
し
て
の
思
想
的
生
命
を
失
っ
て
い

っ
た
。
即
ち
、
少
な
く
と
も
日
本
で
は
、
儒
学
は
西
洋
に
発
し
た
「
近
代
」

を
導
き
入
れ
る
先
導
役
を
果
た
し
、
し
か
も
、
そ
う
し
て
い
わ
ば
自
殺
し

た
，
そ
の
よ
う
な
一
面
が
多
分
あ
っ
た
」
の
で
は
な
い
か
、
と
氏
は
問
い

か
け
る
（
「
西
洋
の
「
近
代
」
と
儒
学
」
）
。
さ
ら
に
、
日
本
に
お
け
る
そ
う

し
た
儒
学
の
「
も
う
一
つ
の
」
展
開
は
、
「
進
歩
」
概
念
の
血
肉
化
の
過

程
に
お
い
て
、
「
西
洋
」
を
「
中
華
」
と
捉
え
る
意
識
の
中
で
起
こ
り
得

た
こ
と
、
そ
う
し
た
意
味
で
（
概
念
と
し
て
の
「
中
華
化
」
Ⅱ
「
文
明
化
」
を
、

自
前
に
血
肉
化
し
た
こ
と
に
お
い
て
）
、
「
明
治
維
新
と
は
、
西
洋
化
の
始
ま

り
で
あ
る
と
同
時
に
、
江
戸
時
代
以
来
の
中
国
化
の
完
成
で
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
」
と
氏
は
問
題
提
起
す
る
（
「
「
進
歩
」
と
「
中
華
上
）
。

以
上
が
、
評
者
な
り
に
理
解
し
た
全
編
の
基
本
的
な
問
題
構
成
だ
が
、

も
ち
ろ
ん
、
最
初
に
触
れ
た
よ
う
な
手
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
各
論
考
の

神
髄
は
、
史
料
発
掘
と
そ
の
立
論
上
の
配
置
如
何
に
も
あ
る
の
で
、
こ
う

し
た
お
お
ま
か
な
論
点
の
整
理
だ
け
で
は
、
本
書
の
優
れ
た
部
分
を
充
分

伝
え
き
れ
な
い
憾
み
が
残
る
。
本
書
に
お
け
る
文
献
引
用
の
巧
み
さ
は
、

丸
山
思
想
史
に
通
ず
る
も
の
で
、
同
じ
文
献
を
読
み
な
が
ら
、
評
者
な
ど

が
何
気
な
く
読
み
飛
ば
し
て
い
た
よ
う
な
、
「
語
り
口
」
へ
の
着
目
か
ら

思
想
の
質
を
見
出
し
て
い
く
手
法
に
は
、
読
み
つ
つ
し
ば
し
ば
敬
服
し
た

こ
と
、
ま
た
こ
こ
に
一
々
挙
げ
る
紙
幅
の
余
裕
は
な
い
が
、
各
論
考
か
ら

新
知
見
や
新
展
望
を
多
く
得
た
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

そ
の
上
で
、
以
下
、
本
書
が
日
本
思
想
史
研
究
に
お
い
て
持
つ
意
義
と
、

そ
う
し
た
方
法
的
視
野
か
ら
の
本
書
へ
の
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
。
現
在

困
難
な
状
況
に
直
面
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
思
想
史
」
研
究
の
可
能
性

や
、
「
「
江
戸
」
は
い
か
に
し
て
語
り
得
る
の
か
」
と
い
う
、
評
者
な
ど
が

現
在
抱
え
込
ん
で
い
る
悩
み
に
も
直
接
つ
な
が
る
問
題
を
本
書
は
、
提
起

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

最
初
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
本
書
に
お
い
て
渡
辺
氏
は
、
い
わ
ば
「
近

代
の
文
法
」
な
ら
ぬ
「
江
戸
の
文
法
」
を
発
掘
し
、
そ
の
中
に
入
り
込
む

｜
｜
’
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こ
と
に
よ
っ
て
江
戸
期
の
思
想
史
を
内
部
か
ら
再
構
成
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
た
だ
、
そ
の
内
か
ら
の
再
構
成
が
、
論
者
の
側
か
ら
一
定
の
ス
ト
ー

リ
ー
が
読
み
込
ま
れ
る
か
た
ち
で
で
は
な
く
、
言
説
そ
の
も
の
を
生
成
す

る
「
場
」
の
機
制
を
多
面
的
に
認
定
し
て
い
く
か
た
ち
で
為
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
に
、
本
書
の
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
特
色
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
こ
の
特
色
が
丸
山
日
本
思
想
史
と
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
う
し
た
手
法
が
分
析
上
最
も
効
果
的
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の
は
、
Ｉ
の
「
「
御
威
光
」
と
象
徴
」
を
主
と
し
た
編
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

思
想
言
説
の
分
析
で
は
捉
え
き
れ
な
い
江
戸
期
の
支
配
シ
ス
テ
ム
の
思
想

史
的
把
握
が
、
江
戸
の
社
会
空
間
を
内
部
か
ら
支
配
し
た
無
数
の
視
線
の

解
読
と
共
に
見
事
に
な
さ
れ
て
い
る
。
本
書
に
一
貫
す
る
氏
の
立
場
は
、

そ
う
し
た
、
思
想
・
言
説
を
生
成
さ
せ
る
「
場
」
へ
の
注
目
で
あ
る
が
、

一
方
、
そ
う
し
た
手
法
で
あ
る
が
故
に
発
生
す
る
問
題
も
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

そ
れ
は
即
ち
、
「
場
」
を
歴
史
的
に
固
定
さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
、
「
語

ら
れ
た
」
思
想
に
対
し
て
、
「
場
」
の
決
定
性
に
よ
り
依
存
し
て
説
明
す

る
こ
と
の
問
題
で
あ
る
。
端
的
に
は
、
「
Ⅱ
東
ア
ジ
ア
の
諸
社
会
と
思
想
」

所
収
の
諸
篇
に
特
に
感
じ
る
こ
と
な
の
だ
が
、
日
・
朝
・
中
を
傭
鰍
す
る

見
通
し
の
良
さ
と
共
に
、
こ
う
し
た
構
図
に
お
い
て
は
、
思
想
の
理
解
が

結
局
、
「
思
想
の
担
い
手
と
そ
の
存
在
形
態
」
の
歴
史
的
環
境
に
ほ
と
ん

ど
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

「
思
想
」
と
「
思
想
の
担
い
手
、
そ
の
社
会
内
的
存
在
形
態
」
と
の
密
接

な
関
連
、
相
互
規
定
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
が
「
場
」
の
固
定
化
、

通
時
的
な
「
場
」
の
「
固
有
性
」
の
確
認
に
収
數
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い

お
そ
れ
に
は
、
留
意
す
る
必
要
が
や
は
り
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
理
」

を
支
え
る
社
会
シ
ス
テ
ム
と
江
戸
期
日
本
に
お
け
る
特
定
の
条
件
を
論
じ

た
箇
所
、
当
時
の
「
家
職
国
家
」
的
環
境
に
即
し
て
「
理
」
も
受
容
さ
れ

得
た
こ
と
を
言
い
、
中
沢
道
二
の
発
言
を
引
い
て
「
原
則
的
に
生
れ
に
よ

っ
て
割
り
つ
け
ら
れ
た
（
そ
の
意
味
で
各
人
の
「
天
命
」
た
る
）
断
片
的
な
、

様
々
な
形
の
「
理
」
、
そ
れ
が
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
図
柄
の
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル

の
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
、
万
人
あ
る
い
は
日
本
人
の
共
存
を
成
立
せ

し
め
る
」
と
氏
に
結
論
づ
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
日
本

文
化
論
」
に
近
似
し
か
ね
な
い
部
分
な
ど
に
、
そ
う
し
た
問
題
を
感
じ
た
。

そ
し
て
そ
う
し
た
、
手
法
の
斬
新
さ
と
同
居
す
る
通
時
的
一
般
化
（
「
日

本
的
」
「
日
本
人
の
」
）
と
共
に
、
系
統
発
生
的
な
思
想
史
観
へ
の
若
干
の

違
和
感
は
、
各
論
ご
と
末
尾
に
付
さ
れ
る
氏
の
思
想
史
的
意
味
づ
け
の
短

文
に
お
い
て
感
じ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
「
こ
う
し
た
徳
川
儒
学
の
多
様

化
は
、
「
国
学
」
と
「
蘭
学
」
を
含
む
儒
学
以
外
の
様
々
な
思
想
潮
流
を

も
導
き
だ
し
、
「
学
問
」
自
体
の
一
層
の
多
様
化
と
相
互
影
響
の
状
況
を

出
現
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
の
渦
中
に
お
い
て
、
次
第
に
、
一
方
で
天
皇
を

政
治
的
統
合
の
中
心
と
し
て
仰
ぎ
、
他
方
で
西
洋
に
必
要
な
限
り
で
学
ぶ

と
い
う
精
神
態
度
も
、
ほ
か
な
ら
ぬ
儒
学
的
言
辞
の
裏
付
け
を
得
つ
つ
、

形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」
（
「
儒
者
・
読
書
人
・
両
班
」
）
と
す
る
よ

う
な
総
括
が
そ
う
で
あ
る
が
、
各
節
毎
に
思
想
の
系
統
的
展
開
の
道
筋
が

示
さ
れ
る
際
、
そ
の
説
明
自
体
は
理
解
し
得
る
も
の
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
、

「
近
代
」
を
準
備
す
る
が
如
く
に
整
序
的
に
理
解
さ
れ
る
「
江
戸
」
と
は
、
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冒
頭
で
著
者
が
明
ら
か
に
し
た
、
「
近
代
」
の
視
線
を
外
し
た
「
江
戸
の

文
法
」
の
徹
底
と
い
う
手
法
と
、
ど
う
連
動
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い

う
関
心
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
よ
り
強
く
感
じ
た
の
は
、
「
Ⅳ

西
洋
の
「
近
代
」
と
東
ア
ジ
ア
」
の
二
論
文
に
お
い
て
で
あ
る
。
氏
に
丸

山
眞
男
と
は
異
な
る
「
近
代
」
へ
の
視
座
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、

た
と
え
ば
「
「
進
歩
」
と
「
中
華
」
」
論
文
末
尾
で
示
さ
れ
る
よ
う
な
ペ
シ

ミ
ス
チ
ッ
ク
な
感
慨
に
示
さ
れ
る
の
が
、
氏
の
ど
の
よ
う
な
「
近
代
」
観

で
あ
る
の
か
、
そ
こ
を
も
う
少
し
語
っ
て
欲
し
い
思
い
が
残
る
。
本
書
が

「
江
戸
」
と
「
近
代
」
の
重
複
す
る
場
面
を
主
題
と
し
、
そ
れ
を
戦
後
歴

史
学
の
固
定
的
な
視
点
を
外
し
て
、
い
わ
ば
「
厚
い
記
述
」
の
な
か
か
ら

語
ら
せ
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
だ
け
に
、
「
儒
学
は
近
代
を
導
き
入
れ
る
先
導
役
を
果
た
し
、
そ
し
て

自
殺
し
た
」
と
い
っ
た
、
自
然
と
脱
皮
す
る
よ
う
な
「
近
代
」
成
立
論
、

思
想
史
記
述
に
や
や
飽
き
足
ら
ぬ
思
い
も
、
欲
を
言
え
ば
残
る
の
で
あ
る
。

近
年
の
「
国
民
国
家
」
論
や
、
「
近
代
の
文
法
」
と
い
っ
た
発
想
が
、
我
々

の
「
こ
の
近
代
」
を
規
定
し
た
知
的
編
制
そ
の
も
の
を
対
象
視
し
、
同
時

に
そ
う
し
た
近
代
の
知
的
編
制
に
お
い
て
「
再
構
成
」
さ
れ
た
江
戸
期
の

思
想
を
、
あ
ら
た
め
て
問
い
直
す
も
の
と
し
て
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
方
に

お
け
る
、
氏
の
「
水
戸
学
的
Ⅱ
近
代
的
」
視
野
を
排
し
た
「
江
戸
の
文
法
」

へ
の
沈
潜
が
、
ど
の
よ
う
な
「
近
代
」
観
や
、
「
江
戸
」
の
対
象
化
と
連

動
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
が
、
私
に
と
っ
て
は
興
味
の
あ
る
と

こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。

最
近
の
「
国
民
国
家
」
論
や
、
近
代
に
お
け
る
「
断
絶
・
成
立
」
を
論

じ
る
議
論
が
、
次
の
展
開
に
む
け
て
の
踊
り
場
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
現
在
、
氏
の
す
る
よ
う
な
議
論
と
の
相
互
批
判
的
な
接
点
を
探
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
「
日
本
思
想
史
」
学
の
可
能
性
が
、
そ
し
て
「
「
江
戸
」

は
い
か
に
語
り
得
る
か
」
が
論
じ
合
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

各
篇
で
示
さ
れ
る
新
見
解
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
本
書
は
、
そ
う
し
た
方

法
的
自
覚
、
思
想
史
記
述
の
問
題
を
、
読
者
に
直
に
問
い
か
け
る
も
の
と

し
て
、
評
者
に
と
っ
て
刺
激
的
で
啓
発
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
広
島
大
学
助
教
授
）

道
教
的
世
界
観
、
お
よ
び
道
家
思
想
が
深
く
民
俗
レ
ベ
ル
に
根
ざ
し
、

な
お
か
つ
長
い
歴
史
を
経
て
、
仏
教
、
儒
教
な
ど
と
習
合
練
磨
さ
れ
て
き

た
中
国
と
は
ち
が
っ
て
、
道
教
的
地
盤
を
も
た
な
い
日
本
に
お
い
て
、

『
老
子
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
、
い
か
に
読
ま
れ
、
そ
の
思
想
が
ど
の
よ

う
に
受
容
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
問
題

で
あ
る
。
特
に
近
世
江
戸
思
想
史
に
お
い
て
『
老
子
』
あ
る
い
は
老
荘
思

大
野
出
著

『
日
本
の
近
世
と
老
荘
思
想
』

（
ペ
リ
か
ん
社
．
一
九
九
七
年
）

宮
川
康
子
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