
「
不
可
解
さ
」
へ
向
け
て

│
│
金
光
大
神
『
お
知
ら
せ
事
覚
帳
』
研
究
方
法
序
説
│
│

水

内

勇

太

第
一
章

本
研
究
の
視
座

本
論
文
の
目
的
は
、
宗
教
の
持
つ
「
不
可
解
さ
」
に
ど
の
よ
う
に
向
か
い
合
う
べ
き
か
、
と
い
う
遠
大
な
課
題
に
対
し
て
、
そ
の
研
究

の
問
題
意
識
の
表
明
と
、
そ
の
前
提
と
な
る
分
析
対
象
で
あ
る
史
料
の
概
要
と
そ
の
特
性
を
示
す
こ
と
に
あ
る
。
本
章
に
お
い
て
は
、
本

研
究
の
問
題
意
識
と
そ
の
視
座
に
つ
い
て
示
し
て
い
く
。

﹇
宗
教
の
「
不
可
解
さ
」﹈

宗
教
の
持
つ
「
不
可
解
さ
」、
本
研
究
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
そ
こ
に
尽
き
る
。
こ
の
課
題
は
、
歴
史
学
と
い
う
分
野
に
お
い
て
は
、「
宗

教
的
な
史
料
」
そ
の
も
の
が
持
つ
「
不
可
解
さ
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
か
、
と
い
う
課
題
と
し
て
姿

を
現
す
。
歴
史
学
は
、
そ
う
し
た
課
題
か
ら
目
を
背
け
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
も
し
く
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
課
題
に
向
き
合
う
こ
と
は

果
し
て
可
能
か
、
と
い
う
問
い
こ
そ
が
、
本
研
究
の
根
幹
た
る
問
題
意
識
で
あ
る
。
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「
宗
教
的
な
史
料
」
と
我
々
が
向
か
い
合
う
と
き
、
し
ば
し
ば
「
戸
惑
い
」
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
史
料
が
我
々
の
合

理
的
解
釈
を
拒
む
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
定
義
付
け
、
分
節
化
を
拒
む
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
我
々
の
理
解
を
拒
む

│
│
も
し
奇
跡
的
に
、
辛
く
も
理
解
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
言
語
化
を
拒
む
│
│
感
情
や
感
覚
、
体
験
、
状
況
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
厳
然

と
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
信
仰
当
事
者
に
よ
っ
て
の
み
言
語
化
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ

な
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
信
仰
当
事
者
に
と
っ
て
も
、
言
語
化
、
そ
し
て
ま
た
理
解
す
ら
も
不
可
能
な
も
の
も
あ
り
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
。

歴
史
学
者
は
そ
の
避
け
が
た
い
「
不
可
解
さ
」
を
内
包
し
た
「
宗
教
的
な
史
料
」
か
ら
、
様
々
な
│
│
思
想
史
的
、
社
会
史
的
、
政
治

史
的
、
経
済
史
的
、
宗
教
史
的
、
そ
の
他
諸
々
の
│
│
歴
史
的
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
そ
の
歴
史
的
意
義
は
、
研
究
者
の
立
場
、
そ

の
思
想
的
・
学
問
的
潮
流
、
時
代
性
、
地
域
性
、
そ
し
て
、
│
│
広
義
的
・
狭
義
的
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
│
│
政
治
性
に
よ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
異
な
り
え
る
。
そ
の
歴
史
的
意
義
に
よ
っ
て
、「
宗
教
的
な
史
料
」
は
読
ま
れ
、
語
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
そ
の
史
料
が
持
つ

「
不
可
解
さ
」
は
捨
象
さ
れ
、
そ
の
「
歴
史
的
意
義
」
の
み
が
抽
出
さ
れ
る
�
。

レ
ー
ウ
や
ワ
ッ
ハ
、
そ
し
て
エ
リ
ア
ー
デ
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
現
象
学
者
�
は
、
そ
う
し
た
歴
史
学
者
の
姿
勢
を
、
還
元
主
義

的
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
て
き
た
�
。
彼
等
の
見
解
に
お
い
て
は
、
全
人
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
、
そ
の
全
体
性
や
統
合
性
が
強
調
さ

れ
て
お
り
、「
宗
教
性
」
と
は
そ
の
全
人
性
を
、
そ
し
て
そ
の
本
質
を
表
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
に
立
て
ば
、

「
宗
教
的
な
史
料
」
の
も
つ
「
不
可
解
さ
」
は
、
そ
の
「
宗
教
性
」（
も
し
く
は
「
聖
な
る
も
の
」）
の
中
に
内
包
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
、
我
々
は
こ
う
し
た
現
象
学
的
な
指
摘
に
も
、
そ
の
問
題
性
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
宗
教
性
」
を
「
宗

教
的
な
史
料
」
の
本
質
と
し
て
位
置
づ
け
、「
宗
教
性
」
の
中
に
、
そ
の
多
様
性
│
│
社
会
性
・
政
治
性
・
経
済
性
な
ど
の
様
々
な
性
質
、

そ
し
て
そ
の
「
不
可
解
さ
」
│
│
が
回
収
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
姿
勢
も
ま
た
問
題
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
「
宗
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教
性
」
そ
の
も
の
を
問
う
事
、
そ
の
自
明
性
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
な
さ
れ
え
な
い
。
そ
う
し
た
批
判
は
、
宗
教
現
象
学
に
向
け
て
、

そ
の
史
料
的
考
証
の
雑
駁
さ
へ
の
批
判
と
共
に
長
ら
く
な
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
そ
の
思
潮
が
宗
教
概
念
論
と
し
て

結
実
し
て
い
く
に
あ
た
り
�
、
そ
の
批
判
の
対
象
は
、
宗
教
現
象
学
に
限
ら
ず
、
宗
教
研
究
そ
の
も
の
に
向
け
て
の
批
判
と
し
て
な
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
学
に
お
け
る
宗
教
研
究
も
ま
た
、
そ
の
立
場
を
問
い
直
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

「
宗
教
的
な
史
料
」
を
、
様
々
な
要
素
に
解
体
し
て
い
く
姿
勢
は
、
研
究
者
の
理
解
で
き
る
も
の
の
み
を
抽
出
し
て
本
質
と
し
て
位
置

づ
け
、
そ
の
「
不
可
解
さ
」
を
そ
の
本
質
に
対
す
る
逸
脱
と
し
て
、
も
し
く
は
無
意
味
な
も
の
と
し
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
と
い

え
る
。
一
方
で
、「
宗
教
的
史
料
」
の
本
質
を
「
宗
教
性
」
と
位
置
付
け
る
姿
勢
は
、
そ
の
「
不
可
解
さ
」
を
、「
宗
教
性
」
と
い
う
ブ
ラ

ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
に
押
し
込
め
る
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
我
々
は
「
宗
教
的
な
史
料
」
を
研
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
も
は
や
こ
の
二
つ
の

道
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
学
術
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
不
可
解
さ
」
は
、
無
意
味
な
も
の
と
し
て
破
棄
さ
れ
る
か
、

「
宗
教
」
と
い
う
言
説
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
る
か
、
い
ず
れ
か
の
方
法
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
問
題
な
の
は
、

我
々
が
、
そ
の
破
棄
さ
れ
な
い
、
隠
蔽
さ
れ
な
い
、
言
説
化
も
分
節
化
も
な
さ
れ
な
い
、
剥
き
出
し
の
「
不
可
解
さ
」
に
対
し
て
、
向
き

合
う
こ
と
は
可
能
な
の
か
と
い
う
事
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
そ
の
「
不
可
解
さ
」
を
我
々
は
認
識
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
そ
の

「
不
可
解
さ
」
を
前
に
し
て
、
サ
ル
ト
ル
の
よ
う
に
「
嘔
吐
」
す
る
か
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
よ
う
に
「
沈
黙
」
す
る
他
な
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

﹇
本
研
究
の
視
座
﹈

本
研
究
は
、
以
上
の
よ
う
な
歴
史
学
、
宗
教
学
、
宗
教
研
究
が
抱
え
る
遠
大
な
課
題
に
、
い
わ
ば
「
第
三
の
道
」
を
模
索
す
る
も
の
で

あ
る
。
本
研
究
に
お
い
て
は
、
先
に
挙
げ
た
二
つ
の
道
が
共
有
で
き
る
中
庸
な
「
道
」
を
想
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
両
者
が
見
落
と
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し
て
い
る
も
の
は
何
か
を
問
い
、
そ
れ
を
丁
寧
に
な
し
て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
て
い
き
た
い
。

さ
し
あ
た
っ
て
、
本
研
究
に
お
い
て
ま
ず
も
っ
て
な
せ
る
こ
と
は
、
個
別
の
「
宗
教
的
な
史
料
」
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
「
不
可
解
さ
」

を
、
そ
の
内
側
か
ら
何
か
│
│
た
と
え
ば
歴
史
的
意
義
や
宗
教
性
│
│
に
還
元
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
輪
郭
を
外
側
か
ら
丁
寧
に
描
い
て

い
く
こ
と
で
あ
る
。
先
に
批
判
し
た
宗
教
の
対
す
る
二
つ
の
態
度
、「
不
可
解
さ
」
を
捨
象
す
る
／
隠
蔽
す
る
態
度
に
お
い
て
共
通
し
て

い
る
の
は
、「
宗
教
的
史
料
」
の
、「
史
料
」
そ
の
も
の
へ
の
問
い
の
欠
落
で
あ
る
。
あ
る
史
料
が
「
宗
教
的
史
料
」
と
し
て
把
握
さ
れ
る

に
際
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
や
宗
教
性
か
ら
そ
の
「
史
料
」
が
問
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、

そ
の
批
判
は
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
不
可
解
さ
」
の
輪
郭
を
外
側
か
ら
描
く
こ
と
の
意
味
す
る
所
は
、
そ
の
史
料
そ

の
も
の
、
そ
の
史
料
自
体
を
問
う
て
い
く
事
で
あ
る
。
そ
の
個
別
の
史
料
そ
の
も
の
が
「
何
で
あ
る
の
か
」
を
徹
底
的
に
問
い
、「
不
可

解
さ
」
を
囲
い
込
ん
で
い
く
こ
と
、
そ
れ
が
本
研
究
の
試
み
の
第
一
歩
で
あ
り
、
そ
の
立
脚
点
で
あ
る
。

史
料
そ
の
も
の
が
「
何
で
あ
る
の
か
」、
を
問
う
と
い
う
事
は
、
そ
の
回
答
を
何
か
一
つ
に
求
め
ら
れ
な
い
と
と
も
に
、
そ
の
問
い
自

体
、
複
数
の
視
座
か
ら
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
現
在
我
々
研
究
者
に
と
っ
て
「
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
事
を
問
う
だ

け
で
は
な
く
、
そ
の
「
宗
教
」
の
信
仰
当
事
者
に
と
っ
て
「
何
で
あ
る
の
か
」
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
「
何
で

あ
っ
た
の
か
」
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
に
「
読
ま
れ
た
」
の
か
、「
読
ま
れ
て
い
る
」
の
か
、
そ
し
て
今
後
「
読
ま
れ
て

い
く
」
の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
問
い
は
何
よ
り
も
、
そ
の
史
料
を
記
述
し
た
、
そ
の
当
事
者
ま
で
、
そ
の
史
料
が

「
書
か
れ
た
」
次
元
ま
で
遡
及
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

本
研
究
お
い
て
は
、「
宗
教
的
な
史
料
」
と
し
て
、
近
代
民
衆
宗
教
・
新
宗
教
の
代
表
的
な
一
つ
で
あ
る
、
金
光
教
の
教
祖
・
金
光
大

神
の
手
に
よ
る
直
筆
史
料
、『
お
知
ら
せ
事
覚
帳
』�
を
対
象
と
し
て
、
果
し
て
、
こ
の
史
料
が
「
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
事
を
問
う
て

い
く
。
本
論
文
に
お
い
て
は
、
そ
の
前
提
と
な
る
、
本
史
料
の
概
要
と
、
そ
の
特
性
を
示
す
こ
と
で
、
本
史
料
を
本
研
究
の
対
象
と
す
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る
、
そ
の
必
然
性
を
提
示
し
た
い
。

第
二
章
『
覚
帳
』
の
概
要

本
章
で
は
、『
覚
帳
』
の
概
要
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
こ
こ
で
述
べ
る
も
の
は
『
覚
帳
』
に
関
す
る
非
常
に
基
本
的
な
情
報
で
あ
り
、

そ
れ
ら
の
情
報
は
教
学
研
究
に
よ
っ
て
、
す
で
に
自
明
で
あ
る
事
柄
も
含
ま
れ
る
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
改
め
て
そ
の
概
要
を
ま
と
め

る
事
で
、
本
史
料
が
果
し
て
「
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
の
前
提
を
確
立
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

﹇
呼
称
と
体
裁
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
﹈

『
お
知
ら
せ
事
覚
帳
』
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
金
光
教
の
教
祖
、
金
光
大
神
（
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
年
）
│
明
治
十
六
年
（
一

八
八
三
年
））
に
よ
る
直
筆
史
料
で
あ
る
。
本
史
料
は
、
金
光
教
の
現
行
教
典
『
金
光
教
教
典
』
に
所
収
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
お
い

て
、
金
光
教
の
教
義
の
原
典
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
呼
称
『
お
知
ら
せ
事
覚
帳
』
は
、
史
料
の
表
紙
に
書
か
れ
た
�
「
御
四
被
世
事
覺

帳
」
に
よ
る
（
以
下
、『
覚
帳
』
と
略
称
）。

『
覚
帳
』
の
原
本
は
美
濃
半
紙
を
二
つ
折
り
に
し
た
も
の
を
料
紙
と
し
て
お
り
、
寸
法
は
縦
十
四.

五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
十
六

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
厚
さ
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
。
表
紙
、
裏
表
紙
含
め
た
全
七
十
二
枚
が
右
端
和
綴
じ
と
な
っ
て
い
る
�
。

そ
の
表
題
通
り
、
本
史
料
の
内
容
は
金
光
大
神
の
受
け
た
神
�
か
ら
の
啓
示
の
よ
う
な
も
の＝

「
お
知
ら
せ
」�
を
、
日
付
を
付
し
た
形

で
書
か
れ
た
も
の
が
そ
の
記
述
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
�
。『
覚
帳
』
を
用
い
た
研
究
を
行
っ
た
教
外
の
研
究
者
で
あ
る
桂
島
宣
弘
も
、

『
覚
帳
』
を
、「
金
神
（
天
地
金
乃
神
）
の
コ
ト
バ
を
記
し
た
」
も
の
�
、「
赤
沢
文
治
（
金
光
大
神
※
引
用
者
注
）
の
受
け
た
「
神
伝
」
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等
を
記
録
し
た
も
の
」�
な
ど
と
し
て
い
る
�
。

た
だ
し
、
桂
島
も
「「
神
伝
」
等
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
記
述
は
、
単
に
「
お
知
ら
せ
」
の
み
で
は
な
く
、「
お
知
ら
せ
」
に

関
わ
る
金
光
大
神
の
身
の
回
り
の
出
来
事
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
具
体
的
な
「
お
知
ら
せ
」
と
の
関
わ
り
が
不
明
瞭
な
事
柄
な
ど
に
も
及

ぶ
。
そ
の
記
述
か
ら
、
金
光
大
神
本
人
の
日
常
生
活
や
家
族
、
親
類
、
信
徒
、
近
隣
の
住
民
や
そ
の
他
様
々
な
人
々
の
動
き
も
う
か
が

え
、
日
付
を
付
し
た
体
裁
と
相
ま
っ
て
、
一
見
読
者
に
日
記
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
�
。

た
だ
し
、
日
付
が
付
さ
れ
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
日
記
の
よ
う
に
日
々
一
定
の
ペ
ー
ス
で
綴
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
記
事
が
数
日

集
中
し
て
書
か
れ
、
そ
の
後
一
か
月
以
上
記
事
が
書
か
れ
な
い
事
が
多
く
、
そ
の
ペ
ー
ス
が
完
全
に
一
定
に
な
る
事
は
な
か
っ
た
と
い
え

る
�
。

「
お
知
ら
せ
」
に
付
さ
れ
た
日
付
に
従
え
ば
、
表
紙
に
記
さ
れ
た
日
�
同
様
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
年
）
十
月
十
三
日
か
ら
そ
の
記

述
が
は
じ
ま
り
、
帰
幽
の
十
九
日
前
で
あ
る
明
治
十
六
年
八
月
二
十
一
日
が
付
さ
れ
た
最
後
の
日
付
と
な
る
。
た
だ
し
、『
覚
帳
』
の
執

筆
開
始
時
点
を
考
察
し
た
藤
井
潔
の
論
考
に
よ
れ
ば
�
、『
覚
帳
』
の
執
筆
が
開
始
さ
れ
た
の
は
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
年
）
か
ら
明
治

元
年
の
間
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
記
述
は
そ
の
執
筆
開
始
時
点
に
ま
と
め
書
き
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
以

降
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
近
い
形
で
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
『
覚
帳
』
の
持
つ
、
こ
の
執
筆
過
程
の
複
数
性
は
、『
覚
帳
』
の
持
つ
特

性
と
し
て
後
述
す
る
が
、
執
筆
期
間
と
し
て
は
、
慶
応
三
年
頃
か
ら
明
治
十
六
年
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

﹇
保
管
と
認
知
お
よ
び
教
学
研
究
に
つ
い
て
﹈

『
覚
帳
』
は
金
光
大
神
帰
幽
後
、
そ
の
四
男
�
で
あ
る
金
光
萩
雄
（
金
光
教
第
一
代
管
長
）
の
も
と
で
保
管
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、

そ
の
存
在
は
教
団
関
係
者
に
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。『
覚
帳
』
同
様
、
金
光
大
神
の
手
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
、
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『
教
典
』
に
も
所
収
さ
れ
て
い
る
「
金
光
大
神
御
覚
書
」
ま
た
は
「
金
光
大
神
覚
」�
（
以
下
、『
覚
』）
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
八
年
に

刊
行
さ
れ
た
伝
記
『
金
光
大
神
』�
に
お
い
て
、「
金
光
大
神
の
事
蹟
に
関
す
る
主
た
る
典
籍
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
、
早
い
段

階
か
ら
一
般
信
徒
に
も
認
知
さ
れ
�
、
戦
後
、
教
学
の
お
い
て
、
い
ち
早
く
そ
の
研
究
が
行
わ
れ
た
�
。
昭
和
四
十
七
年
に
『
金
光
大
神

覚
』
と
し
て
、
写
真
版
に
翻
刻
文
・
解
読
文
を
付
し
た
も
の
が
金
光
教
本
部
教
庁
か
ら
刊
行
さ
れ
、
昭
和
五
十
八
年
に
は
『
教
典
』
に
所

収
さ
れ
る
な
ど
、
長
ら
く
金
光
教
の
教
義
の
原
典
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。

ま
た
、
教
外
に
お
い
て
も
、『
覚
』
は
民
衆
宗
教
・
新
宗
教
研
究
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
研
究
資
料
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。
ま
ず
、

近
代
民
衆
宗
教
研
究
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
村
上
重
良
は
、『
覚
』
の
解
読
文
を
『
日
本
思
想
体
系
六
七

民
衆
宗
教
の
思
想
』�
に
所
収
し
、

さ
ら
に
そ
の
解
読
文
に
自
ら
現
代
語
訳
を
付
し
た
『
金
光
大
神
覚

民
衆
宗
教
の
聖
典
・
金
光
教
』�
も
昭
和
五
十
二
年
に
刊
行
し
て
い

る
。
そ
の
後
、『
覚
』
そ
の
他
教
団
関
係
諸
史
料
を
用
い
て
研
究
を
複
数
の
著
作
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
�
。
宗
教
学
者
の
大
家
で
あ
る

島
薗
進
は
、
著
作
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
は
な
い
も
の
の
、『
覚
』
を
徹
底
的
に
読
み
込
む
事
で
、
他
の
研
究
と
は
一
線
を
画
す
る

よ
う
な
一
連
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
�
。
ま
た
、
小
沢
浩
も
そ
の
代
表
的
著
作
の
中
に
お
い
て
『
覚
』
を
用
い
た
研
究
を
行
い
	
、
桂

島
宣
弘
も
、
同
様
の
論
文
を
多
数
発
表
し
、
そ
れ
ら
を
所
収
し
た
著
作
を
二
つ
刊
行
し
て
い
る


。
以
上
の
よ
う
に
、『
覚
』
は
、
金
光

教
研
究
に
お
い
て
、
長
年
に
わ
た
り
、
そ
の
研
究
史
料
の
中
心
に
位
置
し
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
れ
に
対
し
、『
覚
帳
』
は
、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
に
、
金
光
教
学
研
究
所
�
が
金
光
教
本
部
当
局
か
ら
解
読
作
業
の
委
託
を
受
け

る
ま
で
�
、
教
外
は
お
ろ
か
教
団
内
部
に
お
い
て
も
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
教
祖
百
年
大
祭
が
行
わ
れ
た
昭
和

五
十
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
金
光
教
教
典
』（
以
下
、『
教
典
』）
に
そ
の
解
読
文
が
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
う
や
く
、
一
般
信
徒

を
は
じ
め
、
教
外
の
研
究
者
に
も
そ
の
全
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
教
学
に
お
い
て
は
い
ち
早
く
そ
の
研
究
が
行
わ
れ
、
そ

の
視
点
も
多
方
面
に
わ
た
る
。
そ
の
成
果
の
蓄
積
は
紀
要
『
金
光
教
学
』
な
ど
か
ら
う
か
が
い
知
れ
る
。
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そ
の
一
方
、
教
学
に
お
け
る
研
究
の
蓄
積
に
対
し
、
教
外
の
研
究
の
数
は
あ
ま
り
に
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。『
覚
帳
』
を
用

い
た
研
究
と
し
て
は
、
桂
島
に
よ
る
一
連
の
研
究
�
が
唯
一
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
教
学
研
究
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
な
教
外
の
研
究
が

待
た
れ
る
。

ま
た
、
唯
一
見
ら
れ
る
桂
島
の
論
考
に
つ
い
て
も
、
あ
く
ま
で
『
覚
帳
』
を
「
用
い
た
」
研
究
で
あ
り
、『
覚
帳
』
そ
の
も
の
を
問
お

う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。『
覚
帳
』
と
い
う
史
料
が
、
果
し
て
「
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
看
過
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
実
は
、
長
年
の
研
究
の
蓄
積
を
持
つ
『
覚
』
研
究
に
関
し
て
も
同
様
に
欠
如
し
て
い
る
�
。
そ
の
原
因
は
天

理
教
研
究
に
お
い
て
島
薗
が
指
摘
し
た
、
教
外
の
研
究
が
、
教
学
の
研
究
成
果
で
あ
る
史
料
に
対
し
て
、
あ
た
か
も
自
明
の
も
の
と
し
て

用
い
る
、
と
い
う
史
料
へ
の
「
無
批
判
さ
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
�
。
こ
れ
は
、
教
学
の
史
料
研
究
が
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
教
学
に
お
い
て
は
『
覚
帳
』（『
覚
』
も
同
様
）
が
果
し
て

「
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
繰
り
返
し
な
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
議
論
を
看
過
し
て
、『
覚
帳
』
も
し
く
は
『
覚
』
を
「
用
い
て
」

研
究
を
な
し
て
い
る
「
無
批
判
さ
」
こ
そ
批
判
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

以
上
、『
覚
帳
』
の
概
要
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称
と
体
裁
、
大
ま
か
な
内
容
、
史
料
を
め
ぐ
る
現
状
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
。
本
研
究

に
お
い
て
重
要
な
点
は
、『
覚
帳
』
と
い
う
史
料
が
、
非
常
に
「
新
し
い
」
史
料
で
あ
り
、
現
在
も
尚
、
教
学
に
お
い
て
、『
覚
帳
』
が
果

し
て
「
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
議
論
が
さ
か
ん
に
交
わ
さ
れ
て
い
る
点
、
教
外
に
お
け
る
研
究
に
そ
う
し
た
視
点
が
欠
け
て
い
る
点
で

あ
る
。
教
学
の
議
論
�
を
大
い
に
参
照
し
、
さ
ら
に
参
画
し
て
い
け
る
よ
う
な
研
究
を
な
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
研
究

状
況
自
体
が
、
先
述
し
た
信
仰
当
事
者
に
と
っ
て
「
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
重
大
な
意
味
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
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第
三
章
『
覚
帳
』
の
特
性

次
に
、
本
研
究
の
視
座
か
ら
、『
覚
帳
』
の
持
つ
特
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
概
要
同
様
、
こ
れ
ら
の
特
性
に
つ
い
て
も
、
す
で
に

教
学
研
究
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
が
多
く
含
ま
れ
る
が
、
再
度
本
研
究
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
位
置
づ
け
を
図
り
た
い
。

﹇「
宗
教
的
自
叙
伝
」﹈

ま
ず
、
第
一
に
そ
の
特
性
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
が
、『
覚
帳
』
と
い
う
史
料
が
、
金
光
教
と
い
う
一
つ
の
宗
教
の
教
祖
自
身
に
よ
っ

て
記
述
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
こ
の
特
性
を
「
宗
教
的
自
叙
伝
」
と
し
て
指
摘
し
た
、
金
光
教
学
研
究
所
嘱
託
の

研
究
員
で
あ
っ
た
荒
木
美
智
雄
の
論
考
を
参
照
し
た
い
�
。

荒
木
は
、『
教
典
』
が
刊
行
さ
れ
、『
覚
帳
』
が
一
般
信
徒
や
教
外
に
認
知
さ
れ
た
昭
和
五
十
八
年
（
一
九
八
三
年
）
に
「
宗
教
的
自
叙

伝
と
し
て
の
『
金
光
大
神
御
覚
書
』
と
『
お
知
ら
せ
事
覚
帳
』
│
そ
の
宗
教
的
意
味
に
つ
い
て
│
」�
と
い
う
論
文
を
教
学
の
紀
要
『
金

光
教
学
』
に
寄
せ
て
い
る
。
荒
木
は
、『
覚
帳
』
に
つ
い
て
、
同
じ
く
金
光
大
神
の
手
に
よ
る
『
覚
』
と
と
も
に
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

筆
者
は
、『
覚
』
と
『
覚
帳
』
の
研
究
の
た
め
に
、
世
界
の
創
唱
宗
教
の
中
に
、
教
祖
の
直
筆
に
な
る
自
叙
伝
を
探
し
求
め
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
数
多
く
の
聖
伝
や
、
他
者
に
よ
る
「
教
祖
の
自
伝
」
は
存
在
し
て
も
、
ま
た
、
聖
伝
や
教
語
、
手
紙
の
類
の
中

に
、
教
祖
の
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
言
明
が
覗
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
金
光
大
神
自
身
の
手
に
な
る
『
覚
』
や
『
覚
帳
』
の
よ
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う
な
、
ま
と
ま
っ
た
自
叙
伝
は
ま
だ
今
日
に
な
る
ま
で
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
類
型
的
に
言
え
ば
、
教
祖
の
「
宗
教
的
自

叙
伝
」
は
教
祖
に
於
る
教
祖
、
教
祖
自
身
に
と
っ
て
の
教
祖
の
立
場
、
教
祖
の
、
集
団
に
還
元
さ
れ
な
い
立
場
を
露
わ
に
す
る
も
の

で
あ
る
�
。

荒
木
は
シ
カ
ゴ
大
学
に
お
い
て
エ
リ
ア
ー
デ
を
師
事
し
て
お
り
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
『
世
界
宗
教
史
』
に
つ
い
て
も
、
一
部
そ
の
日
本
語

訳
を
行
っ
て
い
る
�
。
日
本
に
お
い
て
、
荒
木
は
数
少
な
い
エ
リ
ア
ー
デ
直
系
の
宗
教
学
者
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

ゆ
え
に
荒
木
は
、
Ｅ
・
リ
ー
チ
ら
の
文
化
人
類
学
者
に
よ
っ
て
「
不
当
な
歴
史
、
不
当
な
民
族
学
、
不
当
な
心
理
学
」�
と
批
判
さ
れ
た

よ
う
な
、
史
料
分
析
の
操
作
性
や
選
択
性
、
そ
の
「
マ
ク
ロ
な
視
点
」
な
ど
、「
エ
リ
ア
ー
デ
流
」
と
も
評
さ
れ
る
よ
う
な
視
座
を
継
承

し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
な
エ
リ
ア
ー
デ
の
宗
教
現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
引
き
継
ぐ
荒
木
の
議
論
に
お

い
て
は
、「
宗
教
的
」
と
い
う
概
念
が
固
有
性
と
自
明
性
を
も
っ
て
語
ら
れ
、
そ
こ
に
批
判
の
余
地
を
残
さ
な
い
。
加
え
て
、
こ
の
論
文

は
『
教
典
』
の
刊
行
と
同
年
、
教
学
研
究
の
中
で
も
最
も
早
い
段
階
で
そ
の
論
文
化
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
研
究
に
比
べ
て
、

『
覚
帳
』
に
つ
い
て
の
史
料
的
考
察
が
ど
こ
ま
で
深
く
な
さ
れ
て
い
る
か
疑
問
が
残
る
。

こ
の
よ
う
に
史
料
そ
の
も
の
に
対
す
る
問
い
を
あ
た
か
も
等
閑
視
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
に
も
関
わ
ら
ず
、『
覚
帳
』
が
「
何

で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
お
い
て
、
荒
木
の
指
摘
は
非
常
に
示
唆
的
で
あ
り
、
そ
の
核
心
を
突
い
て
い
る
。

荒
木
に
よ
れ
ば
、『
覚
帳
』
お
よ
び
『
覚
』
の
「
宗
教
性
」
は
、
教
祖
金
光
大
神
に
と
っ
て
の
そ
れ
と
教
祖
没
後
の
そ
れ
と
で
は
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
�
。
金
光
大
神
に
と
っ
て
両
史
料
は
「
宗
教
的
自
叙
伝
」
で
あ
り
、
金
光
大
神
没
後
の
教
団
の
担
い
手
た
ち
、
あ
る
い

は
教
団
に
と
っ
て
は
、「
御
直
筆
」、「
根
本
典
籍
」
あ
る
い
は
『
金
光
教
教
典
』
の
最
重
要
部
分
で
あ
る
、
と
荒
木
は
指
摘
し
て
い
る
。

荒
木
の
い
う
「
宗
教
的
自
叙
伝
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
非
常
に
興
味
深
く
、
ま
た
そ
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
ま
ず
重
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要
な
点
は
、
教
祖
に
と
っ
て
の
『
覚
帳
』
と
、
教
団
・
信
徒
に
と
っ
て
の
『
覚
帳
』
が
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
、
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

こ
の
相
違
点
は
、
教
外
の
研
究
者
に
と
っ
て
も
当
然
無
関
係
で
は
な
い
。
教
学
研
究
の
成
果
を
そ
の
ま
ま
「
史
料
」
と
し
て
用
い
て
い
る

教
外
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ま
ず
も
っ
て
『
覚
』『
覚
帳
』
が
「
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
自
体
が
看
過
さ
れ
て
お
り
、
教
祖
に
と

っ
て
の
『
覚
帳
』『
覚
』
と
の
間
に
相
違
が
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
も
そ
も
そ
の
依
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
え
る
。
そ
の
相
違
は
む

し
ろ
断
絶
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
勿
論
、
い
か
な
る
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
の
研
究
対
象
と
の
間
に
は
何
が
し

か
の
断
絶
が
あ
り
え
、
そ
の
研
究
は
あ
る
種
の
跳
躍
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
跳
躍
を
試
み
る
前
に
、

眼
の
前
に
あ
る
断
絶
に
つ
い
て
再
考
を
試
み
た
い
。

﹇「
書
く
」
と
「
読
む
」
の
断
絶
﹈

そ
の
断
絶
と
は
、
ま
ず
、
荒
木
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
「
自
叙
伝
」
で
あ
る
と
い
う
点
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。『
覚
帳
』

は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
金
光
大
神
の
自
己
の
「
お
知
ら
せ
」
と
い
う
体
験
が
記
述
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
執
筆
者
で
あ

る
金
光
大
神
が
そ
の
体
験
の
当
事
者
で
あ
る
以
上
、
そ
の
性
質
は
我
々
に
と
っ
て
の
そ
れ
と
、
金
光
大
神
に
と
っ
て
の
そ
れ
と
圧
倒
的
に

異
な
る
。「
自
叙
伝
の
作
者
の
直
接
的
経
験
の
完
全
な
理
解
を
許
さ
れ
る
も
の
は
、
作
者
以
外
に
誰
一
人
と
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ

る
」�
と
荒
木
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
そ
の
記
述
は
、
我
々
の
理
解
を
拒
む
よ
う
な
「
不
可
解
さ
」
が
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
更
に
本
研
究
で
注
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
金
光
大
神
が
そ
の
「
書
き
手
」
で
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点

は
、
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
ほ
ど
自
明
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
先
の
「
自
叙
伝
」
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
以
上
│
│
自
身
で
は
な

く
他
者
に
よ
る
「
自
叙
伝
」
な
ど
原
理
的
に
は
あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
�
│
│
問
う
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
金
光
大
神

が
そ
の
「
書
き
手
」
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
そ
の
内
容
が
「
自
叙
伝
」
で
あ
る
、
と
い
う
以
前
に
問
わ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
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は
、「
書
く
」
と
「
読
む
」
と
い
う
行
為
の
間
の
断
絶
が
あ
る
。
研
究
者
は
、
ど
う
あ
っ
て
も
「
読
む
」
と
い
う
立
場
に
立
た
ざ
る
を
え

な
い
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
教
内
／
教
外
の
区
別
も
、
信
仰
／
非
信
仰
の
問
題
も
問
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
我
々
は
『
覚
帳
』
を
、

様
々
な
見
解
を
参
照
し
な
が
ら
も
、「
書
き
手
」
で
あ
る
金
光
大
神
の
意
図
を
想
像
し
な
が
ら
も
、
自
ら
の
解
釈
に
よ
っ
て
「
読
ま
」
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
一
方
で
、
こ
の
「
書
く
」
と
「
読
む
」
と
い
う
行
為
の
断
絶
は
、「
書
き
手
」
で
あ
る
金
光
大
神
そ
の
人
に
お
い
て
も
同
様

に
あ
り
え
る
事
に
も
注
意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
書
き
手
」
で
あ
る
金
光
大
神
は
、
同
時
に
「
読
み
手
」
で
も
あ
り
え
る
の
で
あ
る
。

金
光
大
神
も
ま
た
「
読
み
手
」
と
い
う
立
場
に
立
た
さ
れ
る
以
上
、
我
々
同
様
、『
覚
帳
』
を
自
ら
の
解
釈
に
よ
っ
て
読
ま
ざ
る
を
え
な

い
。
こ
の
「
読
む
」
と
い
う
地
平
に
お
い
て
こ
そ
、
荒
木
の
指
摘
し
て
い
る
断
絶
に
つ
い
て
、
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、「
自
叙
伝
の
作
者
」
で
あ
る
金
光
大
神
に
と
っ
て
も
、
そ
こ
に
「
読
み
」
に
よ
る
解
釈
が
伴
う
以
上
、「
直
接
的
経
験
の
完
全
な

理
解
」
な
ど
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
読
む
」
地
平
に
立
っ
た
研
究
は
、
教
学
研
究
所
の
早
川
公
明
に
よ
っ
て
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
。
早
川
は
、「「
覚
書
」

「
覚
帳
」
は
、
今
や
そ
れ
自
身
の
自
立
性
・
自
律
性
を
具
え
た
、
教
祖
自
身
に
と
っ
て
も
一
人
の
他
者
に
比
肩
し
得
る
人
格
を
有
す
る
存

在
と
し
て
押
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
�
、
執
筆
者
で
あ
る
金
光
大
神
と
『
覚
帳
』
お
よ
び
『
覚
』
を
一
旦
引
き
離
し
、
金
光
大

神
を
「
意
図
を
作
品
に
向
け
る
作
者
の
面
の
み
で
な
く
、
む
し
ろ
結
果
と
し
て
作
品
に
内
在
化
さ
れ
た
意
図
を
受
け
と
る
最
初
の
読
者
と

し
て
の
面
」
か
ら
考
察
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
�
。
早
川
は
、
こ
う
し
た
立
場
か
ら
の
論
考
を
「『
覚
書
』『
覚
帳
』（
の
）
テ
ク
ス
ト

分
析
ノ
ー
ト
」
と
副
題
を
添
え
て
�
、
二
本
の
優
れ
た
論
文
と
し
て
発
表
し
て
い
る
が
�
、
い
ず
れ
の
論
文
に
お
い
て
も
、『
覚
』『
覚
帳
』

を
、
何
が
し
か
の
歴
史
的
事
実
や
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
史
料
と
し
て
用
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
作
品
」
自
体
の
構
造
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
研
究
姿
勢
は
、
早
川
自
身
が
両
史
料
を
「
読
む
」
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
「
読
む
」
と
い
う
立
場
を
徹
底
的
に
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問
う
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
�
。
そ
の
問
い
を
執
筆
者
で
あ
る
金
光
大
神
に
ま
で
遡
行
さ
せ
て
、
金
光
大
神
を
自
身

と
同
じ
く
「
読
む
」
地
平
に
置
く
こ
と
で
、
そ
の
作
品
の
「
内
在
的
な
意
図
」
を
問
う
事
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
早
川
の
論
考
は
、「
読
む
」
と
い
う
行
為
を
極
限
ま
で
追
い
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
�
。
し
か
し
、

早
川
の
論
考
に
お
い
て
は
、「
読
む
」
と
い
う
行
為
か
ら
そ
の
議
論
が
出
発
す
る
た
め
、
そ
の
手
前
に
あ
る
「
書
く
」
と
い
う
行
為
が
徹

底
的
に
排
除
さ
れ
て
し
ま
う
。
金
光
大
神
に
と
っ
て
『
覚
帳
』
が
「
何
で
あ
る
の
か
」
が
問
わ
れ
る
た
め
に
は
、
金
光
大
神
に
お
け
る

「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
ま
で
、
そ
の
遡
行
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
書
く
」
と
「
読
む
」
と
い
う
行
為
が
金
光
大
神
の
中
で

ど
の
よ
う
な
関
係
性
を
も
っ
て
い
た
の
か
も
問
わ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
次
節
に
お
い
て
は
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
を
問
う
に
当
た
っ
て

不
可
避
な
問
題
で
あ
る
執
筆
過
程
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

﹇
執
筆
過
程
の
複
雑
さ
﹈

先
の
荒
木
�
・
早
川
�
両
論
考
に
お
い
て
は
、『
覚
帳
』
と
『
覚
』
と
の
共
通
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
書
く
」
と
い
う
行

為
の
立
場
か
ら
は
、『
覚
帳
』
と
『
覚
』
は
、
両
史
料
は
そ
の
性
質
を
大
い
に
異
に
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

両
史
料
の
執
筆
過
程
で
あ
る
。
以
下
に
挙
げ
る
の
は
、『
覚
』
書
き
出
し
部
分
で
あ
る
。

【『
覚
』】1−1

﹇1

﹈

一
今
般
天
地
金
乃
神
様

（
お
知
ら
せ
）

（
何
か
）

御
師
来
世
生
神
金
光
大
神

生
所
名
仁
嘉

（
古
い
）

後
筆「
と
」

古
位
事

前
後
共
書
出
し
と
被
仰
付
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『
覚
』
は
、
金
光
大
神
は
神
か
ら
の
「
お
知
ら
せ
」
を
受
け
、
金
光
大
神
が
自
身
の
誕
生
か
ら
の
出
来
事
（「
何
か
古
い
事
」）
を
振
り

返
っ
て
叙
述
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。『
覚
帳
』
お
よ
び
『
覚
』
に
は
、『
覚
』
の
起
筆
に
関
す
る
同
様
の
内
容
の
「
お
知
ら
せ
」
が
記

述
さ
れ
て
お
り
�
、
そ
の
記
述
に
「
明
治
七
年
十
月
十
五
日
」
の
日
付
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
覚
』
の
執
筆
は
少
な
く
と
も
そ

れ
以
降
に
は
じ
め
ら
れ
た
と
い
え
る
。

た
だ
し
、『
覚
』
は
そ
の
執
筆
の
契
機
と
な
っ
た
「
お
知
ら
せ
」
を
受
け
た
明
治
七
年
以
降
、
明
治
九
年
ま
で
そ
の
記
述
が
続
い
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
す
べ
て
が
「
振
り
返
っ
て
」
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
執
筆
過
程
も
ま
た
、『
覚
帳
』
同
様
複
雑
な
構
造

を
呈
し
て
い
る
と
い
え
る
が
、
少
な
く
と
も
明
治
七
年
ま
で
の
記
述
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
過
去
の
自
己
を
回
顧
し
て
叙
述
す
る
、
自

叙
伝
的
な
性
質
を
備
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
に
対
し
、『
覚
帳
』
は
、
特
に
何
の
断
り
書
き
も
な
く
、
安
政
四
年
十
月
十
三
日
の
記
事
か
ら
突
然
そ
の
記
述
が
始
ま
っ
て
い
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
藤
井
の
論
考
に
よ
れ
ば
、「
執
筆
開
始
時
点
」
は
慶
応
三
年
か
ら
明
治
元
年
前
後
に
あ
り
、
以
降
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム

に
近
い
形
で
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
た
め
�
、『
覚
帳
』
は
、
ま
と
め
書
き
が
な
さ
れ
た
回
顧
的
記
述
の
段
階
と
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に

近
い
形
で
書
か
れ
た
日
次
的
記
述
と
い
う
、「
執
筆
開
始
時
点
」
を
画
期
と
し
た
二
段
階
の
執
筆
過
程
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
そ
の
期
間
、
文
量
か
ら
鑑
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
大
半
が
後
者
で
あ
る
と
い
え
、
少
な
く
と
も
自
身
の
誕
生
か
ら
回
顧
し
て
い
く

『
覚
』
と
比
較
す
れ
ば
、『
覚
帳
』
は
日
記
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、『
覚
』
と
の
相
違
点
を
強
調
す
る

た
め
に
、
あ
え
て
思
い
切
っ
た
分
類
を
す
る
な
ら
ば
、『
覚
』
は
自
叙
伝
的
で
あ
る
の
に
対
し
、『
覚
帳
』
は
日
記
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

『
覚
帳
』
お
よ
び
『
覚
』
が
金
光
大
神
に
と
っ
て
「
何
で
あ
っ
た
の
か
」
を
問
う
に
際
し
て
、
こ
の
『
覚
帳
』
の
「
日
記
的
」
と
い
う

特
性
は
、
金
光
大
神
自
身
の
「
書
く
」「
読
む
」
と
い
う
行
為
を
問
う
立
場
に
立
て
ば
、
そ
の
問
い
の
在
り
方
自
体
に
疑
義
を
唱
え
ざ
る

を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、『
覚
帳
』
は
、
慶
応
三
年
前
後
以
降
、
そ
の
帰
幽
の
直
前
に
至
る
十
六
年
以
上
、
金
光
大
神
の
手
元
に
あ
り
、
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そ
の
都
度
そ
の
都
度
、「
書
か
」
れ
、
そ
し
て
「
読
ま
」
れ
た
の
で
あ
る
。
果
し
て
、
そ
の
期
間
、『
覚
帳
』
そ
の
も
の
は
、
金
光
大
神
に

と
っ
て
常
に
一
定
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
何
で
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
は
、
金
光
大
神
の
『
覚
帳
』

の
執
筆
過
程
の
段
階
に
よ
っ
て
異
な
り
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
は
、「
執
筆
の
意
図
」
と
い
う
当
た
り
前
の
問
い
の
在
り
方
自
体
に
異
な
る
視
角
を
与
え
え
る
。『
覚
』
の
ご
と
く
、
大
部
分

が
そ
の
一
点
か
ら
執
筆
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、「
執
筆
の
意
図
」
と
い
う
視
角
は
有
効
で
あ
る
と
い
え
る
が
�
、『
覚
帳
』
は
、
書

か
れ
る
そ
の
都
度
「
執
筆
の
意
図
」
が
異
な
り
え
て
し
か
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。『
覚
帳
』
に
一
つ
の
「
執
筆
の
意
図
」
を
見
出
そ
う
と

す
る
問
い
の
在
り
方
は
、
あ
た
か
も
『
覚
帳
』
の
「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
そ
の
立
脚
点
が
あ
る
よ
う
に
見
え
て
、『
覚
帳
』
か
ら
ど
の

よ
う
な
意
図
を
「
読
む
」
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
�
。

ま
た
、『
覚
帳
』
は
、
ま
と
め
書
き
に
よ
る
回
顧
的
記
述
と
日
次
的
記
述
が
「
執
筆
開
始
時
点
」
に
よ
り
二
段
階
に
分
け
ら
れ
る
と
し

た
が
、
こ
の
「
執
筆
開
始
時
点
」
と
い
う
画
期
自
体
、
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
�
。
も
し
ま
と
め
書
き
が
い
く
つ
か
の
時
期
に

分
け
て
書
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
│
│
事
実
、
筆
致
の
み
に
根
拠
を
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
画
期
は
安
政
六
年
に
求
め
ら
れ
る
�
│
│
「
執

筆
開
始
時
点
」
は
最
初
の
ま
と
め
書
き
が
な
さ
れ
た
時
点
を
指
す
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、「
執
筆
開
始
時
点
」
は
回
顧
／
日
次
の
画

期
と
は
な
り
え
な
い
。
ま
た
、
最
初
の
ま
と
め
書
き
が
な
さ
れ
た
段
階
で
、
金
光
大
神
は
『
覚
帳
』
の
執
筆
を
「
意
図
」
し
て
い
た
と
果

し
て
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
日
次
的
記
述
を
な
そ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま
う
の
は
我
々
が

現
在
の
『
覚
帳
』
を
「
読
ん
で
」
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
金
光
大
神
が
、
最
初
に
ま
と
め
書
き
さ
れ
た
も

の
を
「
読
む
」
行
為
、
ま
た
は
、
そ
こ
か
ら
更
に
「
書
く
」
行
為
を
看
過
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
�
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
設
定
を
可
能
に
す
る
の
は
、『
覚
帳
』
が
、
あ
る
一
点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
複
雑
な
執
筆
過
程

を
経
て
い
る
た
め
で
あ
り
、「
読
む
」「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
促
す
た
め
で
あ
る
と
い
え
る
。
次
項
で
は
、『
覚
帳
』
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が
、
特
に
「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
目
を
向
け
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
最
大
の
特
性
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。

﹇
教
祖
直
筆
﹈

本
研
究
に
と
っ
て
、『
覚
帳
』
の
最
大
の
特
性
と
い
え
る
の
は
、
そ
れ
が
金
光
大
神
直
筆
の
史
料
で
あ
る
と
い
う
点
、
そ
し
て
そ
の
写

真
版
が
教
外
の
研
究
者
で
も
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
こ
そ
、『
覚
帳
』
を
し
て
、「
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問

い
を
執
筆
者
に
ま
で
遡
及
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
執
筆
者
の
「
書
く
」
と
い
う
行
為
へ
の
跳
躍
を
試
み
る
事
を
促
す
特
性
で
あ
る
。

多
く
の
『
覚
』
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
も
は
や
そ
れ
が
自
明
の
事
で
あ
る
事
に
よ
る
た
め
か
、
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
い

が
�
、『
覚
』
は
、
現
在
そ
の
原
本
が
所
在
不
明
で
あ
り
、
現
存
す
る
の
は
金
光
大
神
五
男
の
金
光
宅
吉
に
よ
る
写
本
の
み
で
あ
る
�
。

そ
れ
に
対
し
、『
覚
帳
』
は
教
祖
直
筆
の
原
本
が
現
存
し
て
お
り
、
そ
の
原
本
は
、
先
述
の
と
お
り
、
金
光
大
神
の
四
男
金
光
萩
雄
の

も
と
に
渡
り
、
そ
の
後
も
そ
の
子
孫
に
よ
っ
て
保
管
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
原
本
は
教
外
の
研
究
者
は
も
ち
ろ
ん
、
教
団
関
係
者
や
教

学
研
究
所
所
員
も
閲
覧
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
部
数
は
少
な
い
も
の
の
、
そ
の
写
真
版
に
翻
刻
文
を
付
し
た
『
金
光
大
神
お
知
ら
せ

事
覚
帳
』
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
一
般
信
徒
は
も
ち
ろ
ん
、
教
外
の
研
究
者
で
も
そ
の
閲
覧
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
民
衆
宗

教
・
新
宗
教
の
教
祖
の
手
に
よ
る
、
こ
こ
ま
で
大
部
に
わ
た
る
直
筆
史
料
が
写
真
版
で
閲
覧
で
き
る
事
は
非
常
に
稀
な
こ
と
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

さ
て
、『
覚
』
に
関
し
て
も
、
写
本
に
つ
い
て
は
『
覚
帳
』
同
様
、
そ
の
写
真
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
二
つ
の
写
真
版
を

比
較
す
る
事
が
可
能
で
あ
る
。
写
真
版
で
あ
る
『
覚
帳
』
と
写
本
で
あ
る
『
覚
』、
そ
の
二
つ
を
実
際
に
比
較
し
て
み
る
と
両
者
の
間
に

は
明
白
な
差
異
が
あ
る
こ
と
が
一
見
し
て
わ
か
る
。
以
下
、
こ
の
二
つ
の
相
違
点
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、『
覚
帳
』
が
自
筆
史
料
で
あ
る

こ
と
の
意
味
合
い
を
、
よ
り
明
確
に
示
し
て
い
き
た
い
。
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『
覚
』
の
原
本
が
ど
の
よ
う
な
体
裁
で
あ
っ
た
か
は
も
は
や
知
り
え
な
い
が
、
写
本
で
あ
る
『
覚
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
筆
致
、
筆
の

勢
い
、
行
間
、
字
の
大
き
さ
が
一
定
で
あ
り
、
非
常
に
丁
寧
に
書
か
れ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
ま
た
、
一
頁
に
収
め
る
文
量
も
、
十
六
行
前

後
と
安
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
『
覚
帳
』
は
、
筆
致
、
筆
の
勢
い
、
行
間
、
字
の
大
き
さ
、
文
量
が
、
非
常
に
多
様
で
あ
る
。
丁
寧

に
書
か
れ
た
部
分
、
心
の
思
う
ま
ま
に
勢
い
よ
く
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
、
筆
の
か
す
れ
が
甚
だ
し
い
部
分
な
ど
、
記
事
、
日
付
に

よ
っ
て
、
そ
の
様
相
は
大
き
く
異
な
る
。

こ
の
二
つ
の
史
料
の
差
異
は
『
覚
』
が
写
本
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
よ
う
。『
覚
』
が
ど
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
て
書
写
さ
れ
た
か
は

定
か
で
は
な
く
、
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
父
で
あ
り
、
教
祖
で
あ
り
、
生
神
で
あ
る
と
こ
ろ
の
金
光
大
神
が
記
述
し
た
も
の
を
書
写
す

る
に
あ
た
っ
て
、
書
写
者
で
あ
る
金
光
宅
吉
に
は
、
当
然
一
字
一
字
丁
寧
に
書
き
写
す
こ
と
が
意
識
的
・
無
意
識
的
に
関
わ
ら
ず
求
め
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
で
は
写
す
こ
と
の
丁
寧
さ
が
意
識
さ
れ
る
一
方
、
そ
の
全
体
に
わ
た
る
様
々
な
多
様
性
が
無
意
識
に
排
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
様
相
は
両
史
料
の
体
裁
（
書
か
れ
方
）
の
差
異
に
現
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
そ
れ
は
改
行
に
つ
い
て
言
え
る
。『
覚
帳
』
に
お
い
て
は
、
記
事
の
日
付
が
変
わ
り
、
日
付
が
新
た
に
付
さ
れ
る
場
合
、
そ

の
記
事
の
間
で
改
行
が
行
わ
れ
る
事
が
多
い
の
に
対
し
て
、『
覚
』
に
お
い
て
は
同
じ
行
の
中
で
異
な
る
日
付
の
記
事
が
書
き
は
じ
め
ら

れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
ま
た
『
覚
帳
』『
覚
』
両
者
と
も
「
同
」
と
い
う
字
を
用
い
て
日
付
や
人
物
な
ど
の
省
略
を
行
う
こ
と
が

あ
る
が
、『
覚
帳
』
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
省
略
す
る
語
と
「
同
」
が
帳
面
上
で
同
じ
高
さ
に
な
る
よ
う
に
改
行
を
行
っ
て
い
る
の
に

対
し
て
、『
覚
』
に
お
い
て
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
意
識
さ
れ
ず
、
行
の
途
中
に
「
同
」
の
字
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
具
体
的
に
は
、

『
覚
帳
』
に
は
、「
同
」
の
用
例
は
一
四
三
例
あ
る
が
、
省
略
す
る
語
と
同
じ
高
さ
に
な
っ
て
い
る
、
も
し
く
は
、
そ
れ
を
意
識
し
て
書
か

れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
も
の
は
一
二
〇
例
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、『
覚
』
の
場
合
は
、
一
〇
〇
例
中
、
同
じ
高
さ
、
も
し
く
は

高
さ
を
意
識
し
た
も
の
は
三
一
例
の
み
で
あ
る
。
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も
う
一
つ
は
丁
の
跨
ぎ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
帳
面
を
捲
っ
て
、
帳
面
の
裏
に
移
る
場
合
、『
覚
帳
』
は
字
を
か
な
り
小
さ
く
し
て
で
も

表
側
に
お
さ
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
、『
覚
』
に
お
い
て
は
頁
を
ま
た
い
で
記
事
が
続
く
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
具
体

的
に
い
え
ば
、『
覚
帳
』
に
お
い
て
は
裏
表
を
跨
い
で
の
記
述
は
、『
覚
帳
』
の
本
文
が
記
述
さ
れ
て
い
る
全
六
五
丁
中
�
、
四
七
丁
目

（﹇93

﹈│﹇94
﹈）
と
、
五
六
丁
目
（﹇111

﹈│﹇112

﹈）
の
二
カ
所
の
み
で
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、『
覚
』
に
お
い
て
は
、
本
文
が
記
述
さ
れ

て
い
る
九
十
一
丁
中
、
五
十
六
か
所
で
頁
の
跨
ぎ
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
�
。

こ
れ
ら
の
両
書
の
体
裁
の
違
い
か
ら
、『
覚
』
の
書
写
に
お
い
て
は
、
筆
致
や
体
裁
を
書
写
す
る
こ
と
よ
り
も
、
テ
キ
ス
ト
自
体
の
内

容
を
一
字
一
字
丁
寧
に
写
す
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
筆
致
や
体
裁
が
排
除
さ
れ
て

し
ま
う
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
�
。

こ
の
筆
致
や
体
裁
の
多
様
性
が
排
さ
れ
、
テ
キ
ス
ト
の
内
容
が
重
視
さ
れ
る
と
い
う
姿
勢
は
、『
覚
』
を
「
読
む
」
と
い
う
行
為
に
重

点
を
置
き
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
を
捨
象
し
て
い
く
と
い
う
事
に
言
い
換
え
る
事
が
出
来
よ
う
。
そ
の
姿
勢
は
、
書
写
者
金
光
宅
吉
の

「
読
む
」
と
い
う
行
為
、「
書
く
」（
書
写
す
る
）
と
い
う
行
為
を
理
解
す
る
上
で
、
ま
た
、
宅
吉
に
と
っ
て
の
金
光
大
神
を
理
解
す
る
上

で
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
金
光
大
神
自
身
の
「
読
む
」「
書
く
」
行
為
、『
覚
』
と
は
「
何
で
あ
る
の
か
」、
と
い

う
事
を
問
う
上
で
は
、『
覚
』
が
写
本
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
問
題
を
見
え
が
た
く
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
書
写
者
の
「
丁
寧
さ
」
の
意
識
は
、『
覚
帳
』『
覚
』
を
翻
刻
し
、『
教
典
』
を
編
纂
し
た
教
団
と
教
学
研
究
へ
と
、
地
続
き
に
繋

が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
『
教
典
』
編
纂
の
場
合
、
一
般
信
徒
に
配
慮
し
、
読
み
や
す
さ
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
要
因
で

あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
読
み
や
す
さ
」
と
い
う
意
識
こ
そ
、「
読
む
」
と
い
う
行
為
を
重
視
し
、
金
光
大
神
の
「
書
く
」

と
い
う
行
為
を
看
過
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
『
覚
帳
』
に
は
加
筆
、
修
正
、
記
事
の
削
除
、
貼
紙
�
な
ど
、
記
述
後
に
行
わ
れ
た
操
作
が
散
見
す
る
。
筆
致
な
ど
か
ら
そ
れ
ら
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の
多
く
は
金
光
大
神
本
人
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
教
典
』
所
収
の
「
覚
帳
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
は
読
む
に
あ
た

っ
て
最
も
適
切
な
形
で
修
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、『
教
典
』
に
収
め
ら
れ
た
「
覚
帳
」「
覚
書
」
は
、
共
に
漢
字
や
方
言
な
ど
、
信
徒

向
け
に
「
読
み
や
す
い
」
よ
う
に
様
々
な
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。『
教
典
』
の
「
覚
帳
」
は
、
あ
く
ま
で
解
読
文
で
あ
る
�
。

無
論
、『
教
典
』
に
所
収
さ
れ
た
解
読
文
は
、
教
学
・
教
外
に
関
わ
ら
ず
、
大
い
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
本
研
究
に
お
い
て
も

積
極
的
に
『
教
典
』
に
限
ら
ず
、
様
々
な
教
学
研
究
の
成
果
を
参
照
し
て
い
る
。
し
か
し
、
研
究
者
は
、『
教
典
』
に
収
め
ら
れ
た
「
覚

帳
」「
覚
書
」、
写
本
で
あ
る
『
覚
』、
そ
し
て
直
筆
史
料
で
あ
る
『
覚
帳
』、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
写
真
版
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
に
至
る

過
程
を
考
慮
し
つ
つ
、「
史
料
」
と
し
て
向
か
い
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
翻
刻
し
、
テ
キ
ス
ト
化
し
、『
教
典
』
と
し
て
刊
行
さ
れ

る
そ
れ
ぞ
れ
の
過
程
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
そ
の
志
向
せ
ん
と
す
る
も
の
に
よ
り
、「
史
料
」
が
持
つ
意
味
合
い
や
構
造
は
異
な
り
え
る

の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
史
料
」
に
対
す
る
丁
寧
且
つ
厳
密
な
姿
勢
、
精
確
な
分
析
の
眼
差
し
こ
そ
、
教
学
の
研
究
成
果
を
利
用
し
、
そ

れ
に
応
え
る
た
め
に
、
教
外
の
研
究
者
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、『
覚
帳
』
は
、
自
筆
史
料
で
あ
り
、
そ
の
閲
覧
が
可
能
な
点
に
お
い
て
、
そ
の
史
料
そ
の
も
の
が
金
光
大
神
に
と
っ

て
「
何
で
あ
る
か
」
を
問
う
事
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
、「
読
む
」
と
い
う
行
為
を
問
題
に
す
る
事
を
可
能
に
し
え
る
と
い
え
る
。

お

わ

り

に

以
上
、
本
研
究
に
お
け
る
前
提
と
し
て
、
研
究
対
象
で
あ
る
『
覚
帳
』
の
概
要
と
そ
の
特
性
を
指
摘
し
た
。
そ
の
論
旨
は
以
下
の
四
点

に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
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�

近
年
そ
の
認
知
を
み
た
「
新
し
い
史
料
」
で
あ
り
、
現
在
も
教
学
研
究
に
お
い
て
、
果
し
て
そ
れ
が
「
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
問

い
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
議
論
を
参
照
し
、
参
画
を
試
み
る
こ
と
が
出
来
る
。

�

教
祖
金
光
大
神
自
ら
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
執
筆
者
と
「
史
料
」
と
の
間
に
、
他
と
は
比
較
で
き
な
い
、
独
自
の
関
係
性

を
見
出
す
事
が
出
来
る
。

�

そ
の
執
筆
過
程
が
複
雑
で
あ
り
、
あ
る
一
時
点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
記
述
一
つ
一
つ
か
ら
、「
書
く
」「
読

む
」
と
い
う
行
為
へ
の
考
察
を
試
み
る
事
が
出
来
る
。

�

直
筆
史
料
の
写
真
版
が
閲
覧
可
能
で
あ
る
た
め
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
注
目
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

以
上
の
四
点
か
ら
、
個
別
の
「
宗
教
的
史
料
」
が
果
し
て
「
何
で
あ
る
の
か
」、
と
い
う
事
を
徹
底
的
に
問
わ
ん
と
す
る
本
研
究
に
お

い
て
、『
覚
帳
』
は
非
常
に
適
し
た
研
究
対
象
で
あ
る
と
い
え
る
。
今
後
は
、
こ
の
前
提
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ま
ず
は
『
覚
帳
』
が
金

光
大
神
に
と
っ
て
果
し
て
「
何
で
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
点
を
、「
書
く
」
と
い
う
次
元
か
ら
考
察
し
て
い
き
た
い
�
。

註�

た
と
え
ば
、
本
研
究
が
対
象
と
し
て
い
る
金
光
教
が
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
民
衆
宗
教
研
究
と
い
う
分
野
に
お
い
て
は
、「
民
衆
」
に
し
ろ
、

「
宗
教
」
に
し
ろ
、
そ
こ
に
は
研
究
者
が
「
こ
う
語
り
た
い
」
と
い
う
願
望
が
内
包
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
「
民
衆
宗
教
」
の
イ

メ
ー
ジ
が
歴
史
的
事
実
と
し
て
「
語
ら
れ
」
て
い
く
（
桂
島
宣
弘
「
民
衆
宗
教
研
究
・
研
究
史
雑
考
」『
日
本
思
想
史
学
』
三
四
号

二
〇
〇
二

年
）。
そ
の
「
語
り
」
の
な
か
で
は
、
宗
教
の
「
不
可
解
さ
」
は
破
棄
さ
れ
て
い
き
、「
理
解
で
き
る
も
の
」
が
そ
の
中
か
ら
抽
出
さ
れ
、
そ
の
抽

出
し
た
も
の
か
ら
、「
民
衆
宗
教
」
像
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

�

先
に
挙
げ
た
三
者
を
「
宗
教
現
象
学
者
」
と
し
て
ま
と
め
て
論
述
す
る
事
に
は
、
様
々
な
異
論
が
あ
り
え
よ
う
が
、
い
ず
れ
の
論
者
も
宗
教
へ
の

還
元
主
義
的
態
度
を
批
判
し
、
宗
教
の
他
に
還
元
し
え
な
い
固
有
性
と
そ
の
全
体
的
把
握
を
志
向
し
た
点
に
お
い
て
は
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
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い
え
、
本
稿
に
お
い
て
は
そ
の
共
通
点
を
強
調
す
る
た
め
に
、
便
宜
的
に
「
宗
教
現
象
学
者
」
と
し
た
。

�

ヨ
ア
キ
ム
・
ワ
ッ
ハ
『
宗
教
の
比
較
研
究
』
一
九
五
九
年
（
渡
辺
学
、
保
呂
篤
彦
、
奥
山
倫
明
訳

法
蔵
館

一
九
九
九
年
）、
Ｇ
・
フ
ァ
ン
・

デ
ル
・
レ
ー
ウ
『
宗
教
現
象
学
入
門
』
一
九
六
一
年
（
田
丸
徳
善
、
大
竹
み
よ
子
訳

東
京
大
学
出
版

一
九
七
九
年
）、
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア

ー
デ
『
聖
と
俗
│
宗
教
的
な
る
も
の
の
本
質
に
つ
い
て
』
一
九
五
七
年
（
風
間
敏
夫
訳

法
政
大
学
出
版
局

一
九
六
九
年
）、
参
照
。

�

宗
教
概
念
論
に
つ
い
て
は
磯
前
順
一
『
近
代
日
本
の
宗
教
言
説
と
そ
の
系
譜
』
岩
波
書
店

二
〇
〇
三
年
を
参
照
。
同
書
に
お
い
て
は
、
欧
米
に

お
け
る
宗
教
概
念
論
に
至
る
研
究
動
向
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

�

史
料
名
に
付
し
た
括
弧
で
あ
る
が
、
本
論
文
に
お
い
て
は
刊
行
さ
れ
た
写
真
版
『
金
光
大
神
お
知
ら
せ
事
覚
帳
』
を
用
い
て
い
る
た
め
、『
金
光

教
教
典
』
に
所
収
の
「
お
知
ら
せ
事
覚
帳
」
と
区
別
す
る
為
に
、
二
重
鉤
括
弧
を
用
い
て
『
お
知
ら
せ
事
覚
帳
』『
覚
帳
』
と
表
記
し
た
。
原
本

に
つ
い
て
言
及
す
る
場
合
は
、『
覚
帳
』
の
原
本
、
と
表
記
し
た
。

�
『
覚
帳
』
お
よ
び
『
覚
』
の
引
用
に
つ
い
て
は
、【

】
で
史
料
名
を
示
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
写
真
版
か
ら
の
翻
刻
を
行
っ
て
引
用
し
た
。
史

料
名
に
付
し
た
数
字
は
、『
教
典
』
に
付
さ
れ
て
い
る
章
番
号
と
節
番
号
に
﹇

﹈
で
そ
れ
ぞ
れ
の
写
真
版
の
頁
数
を
付
し
た
。
引
用
に
あ
た
っ

て
は
、『
教
典
』
の
解
読
文
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
真
版
に
付
さ
れ
た
翻
刻
文
を
参
考
に
翻
刻
を
行
っ
た
。
出
来
う
る
限
り
原
本
に
近
い
翻
刻
を
心
が

け
、
漢
字
は
旧
字
体
を
そ
の
ま
ま
用
い
、
変
体
仮
名
に
関
し
て
も
極
力
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。

�

た
だ
し
、
七
十
二
丁
の
う
ち
五
丁
は
末
暦
と
呼
ば
れ
る
金
光
大
神
独
自
の
暦
と
新
暦
、
旧
暦
の
対
照
表
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、『
教
典
』
に
は

所
収
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
写
真
版
『
覚
帳
』
に
は
所
収
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
お
知
ら
せ
事
覚
帳
注
釈
』（
金
光
教
本
部
教
庁

一
九
八
九
年
）

以
下
、『
注
釈
』
に
よ
れ
ば
、『
覚
帳
』
原
本
に
は
金
光
大
神
の
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
年
）
八
月
二
十
一
日
の
最
後
の
記
述
に
続
け
て
、
金
光

宅
吉
に
よ
る
記
述
が
丁
の
余
白
に
十
九
行
ほ
ど
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
写
真
版
『
覚
帳
』
に
は
所
収
さ
れ
ず
、『
注
釈
』
に
「
資
料
」
と
し

て
解
読
文
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
写
真
版
『
覚
帳
』
と
原
本
と
の
相
違
点
に
つ
い
て
は
、
岩
崎
繁
之
「「
御
四
被
せ
事
覺
帳
」（
お
知
ら

せ
事
覚
帳
）
の
貼
紙
を
め
ぐ
っ
て
」（『
金
光
教
学
』
第
五
十
二
号

二
〇
一
二
年
）
に
詳
し
い
。

�

本
研
究
に
お
い
て
は
金
光
大
神
が
「
お
知
ら
せ
」
を
受
け
た
「
神
」
に
関
し
て
、「
神
」
と
い
う
語
で
統
一
し
て
記
述
す
る
。
金
光
教
の
主
神
は

「
天
地
金
乃
神
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
神
は
非
常
に
複
雑
な
構
造
を
内
包
し
て
お
り
、『
覚
帳
』
お
よ
び
『
覚
』
に
お
い
て
は
「
天
地

金
乃
神
」
と
記
述
さ
れ
る
ほ
か
に
、「
天
地
乃
神
」「
天
地
神
」「
金
乃
神
」「
金
神
」「
鬼
門
金
乃
神
」
な
ど
非
常
に
様
々
な
表
記
の
さ
れ
方
が
あ

る
。
金
光
大
神
の
信
仰
過
程
に
お
い
て
そ
の
神
名
は
異
な
る
と
も
い
え
、『
覚
帳
』
の
表
紙
に
記
さ
れ
た
「
日
天
四
月
天
四
丑
寅
鬼
門
金
乃
神
二

上
八
小
八
百
八
金
神

乃
こ
ら
づ
金
神
」
と
の
神
名
も
、
こ
の
表
紙
が
書
か
れ
た
段
階
で
の
神
名
で
あ
り
、『
覚
帳
』『
覚
』
全
体
に
適
応
で
き
る
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も
の
で
は
な
い
。『
覚
帳
』『
覚
』
全
体
に
わ
た
っ
て
金
光
大
神
は
そ
の
神
を
単
に
「
神
」「
神
様
」
と
表
記
し
て
い
る
場
合
が
最
も
多
い
た
め
、

本
論
文
で
は
そ
の
表
記
に
従
っ
て
「
神
」
と
し
た
。

�
「
お
知
ら
せ
」
の
語
に
つ
い
て
金
光
大
神
は
「
御
四
ら
せ
」
と
表
記
し
て
い
る
が
、
意
義
を
と
り
や
す
く
す
る
た
め
、
本
論
文
に
お
い
て
は
「
お

知
ら
せ
」
と
い
う
表
記
で
統
一
す
る
。

�

こ
の
記
述
の
主
体
（＝

執
筆
者
）
は
あ
く
ま
で
金
光
大
神
で
あ
り
、
神
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
大
本
の
出
口
な
お
に
よ
る
「
御
筆
先
」
を
例
と

す
る
よ
う
な
、
神
憑
り
の
状
態
で
の
執
筆
、
も
し
く
は
神
に
よ
る
執
筆
や
自
動
筆
記
と
は
異
な
る
。『
覚
帳
』（
お
よ
び
『
覚
』）
本
文
を
見
る
限

り
、
主
語
は
あ
く
ま
で
「
私
」
で
あ
り
、「
お
知
ら
せ
」
に
つ
い
て
の
多
く
は
「
…
と
御
四
ら
せ
」「
…
と
被
仰
付
候
」
と
い
う
間
接
話
法
的
な
記

述
形
式
で
あ
る
。「
お
知
ら
せ
」
の
内
容
の
み
記
述
さ
れ
、
直
接
話
法
的
な
記
述
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
全
体
を
通
し
て
、
あ
く
ま
で

「
お
知
ら
せ
」
を
受
け
た
金
光
大
神
に
よ
る
記
述
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
後
述
す
る
「
書
く
」
と
い
う
行
為
を
問
う
上
で
も
重
要

な
点
で
あ
る
。

�

桂
島
宣
弘
「
近
代
に
お
け
る
〈
宗
教
化
〉
体
験
」
高
橋
文
博
他
編
『
近
代
日
本
の
成
立
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
五
年

五
頁

�

桂
島
宣
弘
『【
増
補
改
訂
版
】
幕
末
民
衆
思
想
の
研
究

幕
末
国
学
と
民
衆
宗
教
』
有
斐
閣

二
〇
〇
五
年

一
六
三
頁

�

桂
島
の
こ
の
指
摘
に
は
多
少
の
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
桂
島
は
「
お
知
ら
せ
」
を
「
神
の
コ
ト
バ
」
と
し
て
い
る
一
方
で
、
金
光
大
神
を
通
し
て

語
ら
れ
た
「
裁
伝
」
も
ま
た
「
神
の
コ
ト
バ
」
と
し
て
い
る
。
金
光
大
神
に
「
書
か
れ
た
」
も
の
で
あ
る
「
お
知
ら
せ
」
と
、
金
光
大
神
の
口
を

通
し
て
神
が
「
語
っ
た
」
も
の
で
あ
る
「
裁
伝
」
の
間
に
は
徹
底
的
な
相
違
が
あ
り
え
、「
神
の
コ
ト
バ
」
と
い
う
把
握
の
仕
方
が
、
こ
の
相
違

点
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
神
の
コ
ト
バ
」
と
い
う
、
そ
の
「
コ
ト
バ
」
そ
の
も
の
が
注
視
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
を
「
書
く
」
と
い
う
行
為
、
そ
し
て
「
読
む
」
と
い
う
行
為
が
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

�
『
注
釈
』
に
よ
れ
ば
、『
覚
帳
』
の
帳
面
の
最
後
の
部
分
に
、
金
光
大
神
の
五
男
で
あ
る
金
光
宅
吉
（
金
光
四
神
）
の
筆
で
「
明
治
十
六
年
癸
未
旧

十
二
月
二
十
二
日
ま
で
に
金
光
四
神
拝
見
仕
り
候
。
品
々
お
知
ら
せ
覚
え
書
き
付
け
、
先
の
事
、
縁
談
の
事
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

�
『
覚
帳
』
執
筆
の
意
図
を
、
神
か
ら
の
「
お
知
ら
せ
」
を
記
す
、
と
い
う
点
に
だ
け
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
執
筆
の
ペ
ー
ス
の
乱
れ
は
、
神

か
ら
の
「
お
知
ら
せ
」
が
不
定
期
に
な
さ
れ
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
金
光
大
神
の
手
に
よ
る
『
覚
』
に
、『
覚
帳
』

に
は
記
述
さ
れ
な
い
「
お
知
ら
せ
」
に
日
付
を
付
し
た
も
の
が
散
見
す
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
の
「
お
知
ら
せ
」
体
験
が
記
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
執
筆
の
ペ
ー
ス
の
問
題
は
、
書
か
れ
な
か
っ
た
「
お
知
ら
せ
」
体
験
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
「
お
知
ら
せ
」
以
外
の
記

述
が
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
金
光
大
神
が
『
覚
帳
』
に
何
を
書
き
、
何
を
書
か
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
が
金
光
大
神
に
と
っ
て
『
覚
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帳
』
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
の
必
要
性
を
示
唆
す
る
と
い
え
よ
う
。

�
『
覚
帳
』
の
表
紙
に
は
、
先
述
し
た
表
題
を
含
め
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

安
政
四
丁
巳
年
十
月
十
三
日

日
天
四
丑鬼

門
金
乃
神
大
明
神
様
御
か
け
請

月
天
四
寅

二
上
八
小
百
八
金
神
乃
こ
ら
づ
金
神

御
四
被
世
事
覺
帳

�

藤
井
潔

研
究
ノ
ー
ト
「『
お
知
ら
せ
事
覚
帳
』
の
執
筆
開
始
時
点
に
関
す
る
考
察
」『
金
光
教
学
』
第
二
三
号

一
九
八
三
年

�

金
光
大
神
の
子
は
、
長
男
赤
沢
亀
太
郎
、
次
男
赤
沢
槇
衛
門
が
夭
折
し
て
い
る
た
め
、
金
光
萩
雄
は
事
実
上
の
次
男
。

�
『
金
光
大
神
覚
』
解
題
「『
金
光
大
神
覚
』
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、『
覚
』
の
名
称
は
、
当
初
「
教
祖
御
手
記
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
っ
た
も
の
を
、
昭
和
二
十
二
年
、
教
祖
伝
の
根
本
典
籍
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
金
光
大
神
御
覚
書
」
と
称
し
た
。
そ
の
後
刊
行
さ
れ
た

『
金
光
大
神
覚
』
に
お
い
て
、「
金
光
大
神
覚
」
と
そ
の
名
称
が
変
更
さ
れ
た
が
、
昭
和
五
十
八
年
に
『
教
典
』
に
収
め
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、

「
金
光
大
神
御
覚
書
」
と
の
名
称
に
も
ど
さ
れ
た
。
本
論
文
に
お
い
て
は
、『
覚
帳
』
同
様
、
刊
行
さ
れ
た
写
真
版
を
用
い
る
た
め
、『
金
光
大
神

覚
』
の
表
題
に
も
と
づ
き
、『
覚
』
と
す
る
。
ま
た
『
教
典
』
収
録
の
も
の
に
関
し
て
は
、
そ
の
表
題
「
金
光
大
神
御
覚
書
」
に
基
づ
き
、「
覚

書
」
と
略
記
す
る
も
の
と
す
る
。
ち
な
み
に
、「
金
光
大
神
御
覚
書
」
お
よ
び
「
金
光
大
神
覚
」
と
い
う
呼
称
は
、『
覚
』
執
筆
の
契
機
と
な
っ
た

「
お
知
ら
せ
」
で
あ
る
「
お
や
い
い
つ

へ
（
言
い
伝
え
）
此
方

木
手
（
来
て
）
か
ら
之
事
覚
前
後
共
書
出
し
（『
覚
』22−10

﹇86

﹈）
に
よ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

�

金
光
教
本
部
教
庁
『
金
光
大
神
』
金
光
教
本
部
教
庁

一
九
五
三
年

�
『
覚
』
の
存
在
が
教
団
内
で
広
く
認
知
さ
れ
た
の
は
明
治
四
十
三
年
、
教
典
編
纂
委
員
会
に
安
倍
喜
三
郎
に
よ
っ
て
そ
の
抄
録
が
提
出
さ
れ
た
こ

と
に
よ
る
。
そ
の
後
直
信
で
あ
る
近
藤
藤
守
、
佐
藤
範
雄
が
そ
の
原
文
の
書
写
が
許
さ
れ
、
教
祖
伝
編
纂
委
員
会
が
そ
れ
を
更
に
書
写
し
、
資
料

と
し
て
用
い
、
次
第
に
教
団
内
で
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。（
前
掲
「「
金
光
大
神
覚
」
に
つ
い
て
」）

�
「
果
報
」『
金
光
教
学
』
第
一
号
（
一
九
五
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
一
九
五
五
年
の
段
階
で
、『
覚
』
の
公
刊
に
備
え
て
の
研
究
が
開
始
さ
れ
て
い
る
。

�

村
上
重
良
、
安
丸
良
夫
校
注
『
日
本
思
想
体
系
六
七

民
衆
宗
教
の
世
界
』
岩
波
書
店

一
九
七
一
年
。

	

金
光
大
神
著

村
上
重
良
校
注
『
金
光
大
神
覚

民
衆
宗
教
の
聖
典
・
金
光
教
』
平
凡
社

一
九
七
七
年
。
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�

村
上
重
良
『
近
代
民
衆
宗
教
史
の
研
究
』
法
蔵
館

一
九
五
八
年
／
増
補
訂
正
版
六
三
年
／
改
訂
版
七
二
年
、
同
『
金
光
大
神
の
生
涯
』
講
談
社

一
九
七
二
年
、
同
『
教
祖
│
近
代
日
本
の
宗
教
改
革
者
た
ち
』
読
売
新
聞
社

一
九
七
五
年
な
ど
。

�

島
薗
進
「
金
光
教
学
と
人
間
教
祖
論
│
金
光
教
の
発
生
序
説
」『
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
論
集
』
四
号

一
九
七
八
年

同
「
金
神
・
厄
年
・
精

霊
│
赤
沢
文
治
の
宗
教
的
孤
独
の
生
成
」『
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
論
集
』
五
号

一
九
七
九
年
、
同
「
民
族
宗
教
の
構
造
的
変
動
と
新
宗
教
│

赤
沢
文
治
と
石
鎚
講
」『
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
論
集
』
六
号
、
一
九
八
〇
年
、
同
「
宗
教
の
近
代
化
│
赤
沢
文
治
と
日
柄
方
位
信
仰
」
五
来
重

他
編
『
講
座
・
日
本
の
民
族
宗
教
５

民
族
宗
教
と
社
会
』
弘
文
堂

一
九
八
〇
年
。

�

小
沢
浩
『
生
き
神
の
思
想
史
│
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
宗
教
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
。

�

桂
島
宣
弘
『
幕
末
民
衆
宗
教
の
研
究
』
ぺ
り
か
ん
社

一
九
九
二
年
／
文
理
閣

増
補
改
訂
版
二
〇
〇
五
年
。
同
『
思
想
史
の
十
九
世
紀
│
「
他

者
」
と
し
て
の
徳
川
日
本
』
ペ
リ
カ
ン
社

一
九
九
九
年
。

�

金
光
教
学
研
究
所
は
、
昭
和
二
九
年
（
一
九
五
四
）
に
、
従
来
金
光
教
学
院
研
究
部
、
お
よ
び
教
祖
伝
記
奉
修
所
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
い
た
研

究
お
よ
び
資
料
な
ど
を
引
き
継
い
で
、
総
合
的
な
教
学
研
究
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
（「
彙
報
」『
金
光
教
学
』
第
一
号

一
九
五
八
年
、
お
よ

び
「
教
学
研
究
所
年
表
」『
金
光
教
学
』
第
四
四
号

二
〇
〇
四
年
、
参
照
）。
そ
の
研
究
の
成
果
は
、『
金
光
大
神
覚
』『
金
光
教
教
典
』
な
ど
を

は
じ
め
と
す
る
様
々
な
刊
行
物
と
、
年
刊
の
紀
要
で
あ
る
『
金
光
教
学
』
に
掲
載
さ
て
き
た
膨
大
な
数
に
及
ぶ
論
文
な
ど
か
ら
窺
い
知
る
事
が
で

き
る
。

�
「
教
学
研
究
会
記
録
要
旨
」『
金
光
教
学
』
第
二
十
四
号

一
九
八
八
年

一
七
八
頁
（
一
九
八
二
年
十
二
月
十
六
日
・
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
第

二
十
四
回
教
学
研
究
会
の
要
旨
を
記
録
し
た
も
の
。
統
一
テ
ー
マ
を
「『
覚
帳
』
を
ど
う
読
む
か
」
と
設
定
し
て
い
る
）。

�

前
掲
桂
島
『
幕
末
民
衆
思
想
の
研
究
』、『
思
想
史
の
十
九
世
紀
』
に
所
収
の
論
文
の
ほ
か
、
同
「「
病
気
直
し
」
か
ら
「
教
説
の
時
代
」
へ
」

『
環
』
十
三
号

二
〇
〇
三
年
な
ど
。

�

た
だ
し
、
島
薗
進
は
、「
文
治
の
生
涯
、
と
く
に
前
半
生
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
知
り
う
る
こ
と
の
多
く
は
、
文
治
自
身
に
よ
る
『
金
光
大
神
覚
』

（
以
下
『
覚
』
と
略
す
）
の
記
述
に
よ
っ
て
い
る
。『
覚
』
前
半
生
の
記
述
は
年
を
追
っ
て
「
事
実
」
を
ぼ
つ
ぼ
つ
と
書
き
並
べ
た
「
記
録
」
で
あ

る
が
、
そ
の
多
く
は
晩
年
の
文
治
の
記
憶
に
基
づ
き
、
神
と
の
交
渉
の
経
過
を
示
す
と
い
う
彼
の
関
心
に
そ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
文
治
の
生
涯
を
叙
述
す
る
に
は
、『
覚
』
の
記
述
に
関
す
る
批
判
的
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
」（
島
薗
進
「
金
光
教
学
と

人
間
教
祖
論
│
金
光
教
の
発
生
序
説
」『
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
論
集
』
四
号
、
一
九
七
八
年

一
〇
二
頁
）
と
し
て
、『
覚
』
と
い
う
史
料
自
体

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
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�

島
薗
進
「
天
理
教
研
究
史
試
論
│
発
生
過
程
に
つ
い
て
」『
日
本
宗
教
史
研
究
年
報
』
三
号

佼
成
社
出
版

一
九
八
〇
年

七
十
頁

�

本
論
文
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
本
研
究
の
問
題
意
識
と
そ
の
前
提
を
提
示
す
る
事
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
議
論
に
つ
い
て

は
、
紙
面
の
関
係
か
ら
も
取
り
上
げ
な
い
が
、
教
学
が
ど
の
よ
う
に
『
覚
帳
』
が
「
何
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
事
を
問
う
て
き
た
か
を
ま
と
め
る

こ
と
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

�

荒
木
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
永
岡
崇
「
新
宗
教
文
化
の
脱
教
団
的
展
開
│
教
祖
研
究
の
〈
作
法
〉
を
め
ぐ
っ
て
」
幡
鎌
一
弘
編
『
語
ら
れ

た
教
祖
│
近
世
・
近
現
代
の
信
仰
史
』（
法
蔵
館

二
〇
一
二
年
）
に
お
い
て
そ
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
永
岡
は
、
宗
教
研
究
に
お
い
て
研

究
者
が
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、「
技
術
的
な
手
続
き
│
理
論
の
選
択
、
資
史
料
の
選
択
と
批
判
、
先
行
研
究
と
の
（
無
）
関
係
性
、
用
語
の
選

択
、
修
辞
上
の
工
夫
、
そ
れ
ら
が
生
み
出
す
効
果
」
を
〈
作
法
〉
と
し
て
位
置
づ
け
、
個
別
の
研
究
者
の
〈
作
法
〉
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
個

別
の
研
究
者
と
し
て
荒
木
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
荒
木
の
論
考
を
、「
教
祖
と
教
団
を
厳
し
く
分
断
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、「「
自
叙

伝
」
を
「
自
叙
伝
」
と
し
て
、
教
祖
の
周
縁
性
を
抹
消
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
�
読
む
�
こ
と
の
可
能
性
」
に
希
望
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
だ

と
し
て
い
る
。
永
岡
の
指
摘
に
つ
い
て
は
賛
同
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
分
断
に
つ
い
て
再
度
考
察
す
る
た
め
に
、
本
論
文
で
は
荒
木
の
論

考
を
改
め
て
参
照
し
た
い
。

�
「
宗
教
的
自
叙
伝
と
し
て
の
『
金
光
大
神
御
覚
書
』
と
『
お
知
ら
せ
事
覚
帳
』
│
そ
の
宗
教
的
意
味
に
つ
い
て
│
」『
金
光
教
学
』
第
二
十
三
号

一
九
八
三
年
。
荒
木
美
智
雄
著
『
宗
教
の
創
造
』
法
蔵
館

一
九
八
七
年
に
「
教
祖
の
「
聖
伝
」
と
「
自
叙
伝
」
│
金
光
教
に
お
け
る
「
教
祖
と

教
団
」
か
ら
」
と
し
て
、
ま
た
、
荒
木
美
智
雄
『
宗
教
の
創
造
力
』
講
談
社
学
術
文
庫

二
〇
〇
一
年
に
再
録
。
こ
こ
で
は
初
出
の
も
の
を
参
照

す
る
。

�

前
掲
荒
木
一
九
八
三
年

六
頁

�
『
世
界
宗
教
史
』
第
一
巻
「
石
器
時
代
か
ら
エ
レ
ウ
シ
ス
の
密
儀
ま
で
」
に
関
し
て
日
本
語
訳
を
行
っ
て
い
る
。
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そ
の
他
、
代
表
的
な
エ
リ
ア
ー
デ
批
判

と
し
て
、
Ｊ
・
Ａ
・
サ
ラ
イ
バ
や
Ｊ
・
Ｚ
・
ス
ミ
ス
な
ど
の
人
類
学
的
な
立
場
を
と
る
研
究
者
が
挙
げ
ら
れ
る
。（
佐
藤
慎
太
郎
「
エ
リ
ア
ー
デ

宗
教
学
と
そ
の
学
問
的
営
為
│
聖
な
る
も
の
の
探
求
と
西
洋
近
代
」『
宗
教
研
究
』
七
九
号

二
〇
〇
五
年

参
照
）




こ
う
し
た
教
祖
と
信
徒
・
教
団
の
間
の
明
確
な
区
別
は
、
荒
木
の
教
祖
論
に
強
く
関
わ
っ
て
い
る
。
荒
木
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
前
掲
荒
木
『
宗

教
の
創
造
』、
同
「
民
俗
宗
教
と
し
て
の
新
宗
教
」『
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
』
六
十
号

一
九
八
七
年
、「
現
代
文
明
の
も
た
ら
す

危
機
と
平
和
の
問
題
│
宗
教
的
人
間
の
立
場
か
ら
」『
平
和
と
宗
教
』
二
三
号

二
〇
〇
四
年
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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�

前
掲
荒
木

一
九
八
三
年

一
〇
頁

�

も
ち
ろ
ん
、
自
叙
伝
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、
他
者
に
よ
っ
て
、
執
筆
者
の
意
図
に
反
す
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
意
図
を
汲
も
う
と
す

る
も
の
で
あ
れ
、
整
理
や
修
正
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
事
例
も
し
ば
し
ば
あ
り
え
る
。
し
か
も
そ
の
操
作
が
史
料
の
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し

え
な
い
場
合
も
あ
り
え
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
純
粋
な
「
自
叙
伝
」
な
ど
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

�

早
川
公
明
「「
金
光
大
神
御
覚
書
」「
お
知
ら
せ
事
覚
帳
」
と
レ
ト
リ
ッ
ク
│
「
覚
書
」「
覚
帳
」
の
テ
ク
ス
ト
分
析
ノ
ー
ト
」『
金
光
教
学
』
第
二

七
号

一
九
八
七
年

二
四
頁
。

�

同

二
四
頁

�

早
川
は
、「『
覚
書
』『
覚
帳
』
テ
キ
ス
ト
分
析
」
と
い
う
手
法
に
つ
い
て
、「
そ
れ
ら
（『
覚
』
お
よ
び
『
覚
帳
』：

引
用
者
注
）
が
私
達
に
エ
ク
リ

チ
ュ
ー
ル
（
文
学
言
語
）
と
し
て
与
え
ら
れ
て
き
て
い
る
言
語
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
自
体
が
完
結
し
た
一
つ
の
作
品
世
界
で

あ
る
と
捉
え
、
そ
の
構
造
や
送
り
手
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
分
析
解
釈
し
よ
う
と
す
る
試
み
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。（
前
掲
「
教
学
研
究
会
記

録
要
旨
」
一
九
八
八
年
）。
こ
の
テ
キ
ス
ト
分
析
の
方
法
論
に
関
し
て
は
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
ら
、
テ
キ
ス
ト
論
者
の
論
考
を
参
照
に
し
て
い
る

（
前
掲
早
川

一
九
八
七
年

三
二
頁
）。

�

早
川
公
明
「
此
方
」
考
│
『
覚
書
』『
覚
帳
』
テ
キ
ス
ト
分
析
ノ
ー
ト
」『
金
光
教
学
』
第
二
五
号

一
九
八
五
年
、
早
川
前
掲

一
九
八
七
年

�

早
川
は
、
自
身
が
一
九
八
二
年
に
発
表
し
た
「
金
乃
神
社
考
」（『
金
光
教
学
』
第
二
二
号
）
に
お
い
て
は
、『
覚
帳
』
を
歴
史
上
の
一
資
料
と
し

て
活
用
し
て
い
た
が
、
そ
の
論
文
の
検
討
会
に
お
い
て
指
摘
を
受
け
た
こ
と
で
、『
覚
帳
』
へ
の
接
し
方
の
捉
え
直
し
を
迫
ら
れ
た
と
い
う
（
前

掲
「
教
学
研
究
会
記
録
要
旨
」
一
九
八
八
年
）。

�

た
だ
し
、
早
川
自
身
は
、
テ
キ
ス
ト
論
者
に
つ
い
て
、「
読
者
の
読
み
行
為
に
力
点
が
置
か
れ
、
単
に
自
立
性
・
自
律
性
を
説
く
こ
と
を
越
え
て

い
る
」
と
し
て
お
り
（
前
掲
早
川

一
九
八
七
年

三
二
頁
）、
自
身
の
立
脚
点
は
あ
く
ま
で
「
作
品
」
の
自
立
性
・
自
律
性
に
あ
る
と
し
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
執
筆
者
で
あ
る
金
光
大
神
を
「
読
む
」
立
場
に
置
く
こ
と
で
初
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
論
考
の
前
提

は
「
読
む
」
行
為
へ
の
注
視
に
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

	

荒
木
は
『
覚
帳
』
を
「「
お
知
ら
せ
」
と
身
の
回
り
の
出
来
事
の
単
純
・
簡
略
な
、
形
式
に
と
ら
わ
れ
な
い
記
述
」、『
覚
』
を
家
族
の
背
景
、
自

分
の
誕
生
か
ら
、
死
の
数
年
前
ま
で
の
人
生
の
物
語
を
語
る
自
叙
伝
」
と
そ
の
内
容
を
一
応
区
別
し
て
い
る
が
、「
両
者
は
、
主
と
し
て
、
自
分

の
生
活
と
の
直
接
的
事
実
・
出
来
事
か
ら
な
り
、
年
代
記
的
に
編
ま
れ
て
い
る
。」
と
共
通
性
と
示
し
、
両
者
の
「
宗
教
的
自
叙
伝
」
と
し
て
の

「
宗
教
的
意
味
」
を
明
か
に
せ
ん
と
す
る
こ
と
を
そ
の
論
考
の
目
的
と
し
て
い
る
。

― ２６７ ― 「不可解さ」へ向けて



�

た
だ
し
、
早
川
は
先
に
挙
げ
た
論
文
の
の
ち
に
「「
覚
書
」「
覚
帳
」
の
執
筆
当
初
に
お
け
る
視
点
の
相
違
に
つ
い
て
」（『
金
光
教
学
』
第
二
九
号

一
九
八
九
年
）
と
い
う
優
れ
た
論
考
を
残
し
て
お
り
、
な
ぜ
『
覚
帳
』
と
『
覚
』
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
を
「
両
書
の
記
述
上
の
具

体
的
な
相
違
点
に
注
目
し
つ
つ
、
そ
こ
に
窺
わ
れ
る
視
点
の
相
違
を
探
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
問
お
う
と
し
て
い
る
。
早
川
の
こ
う
し
た
視
点
は
、

本
文
に
挙
げ
た
二
つ
の
論
文
が
発
表
さ
れ
る
以
前
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
「
教
学
研
究
会
記
録
要
旨
」
一
九
八
八
年
）。
し
か
し
、「
読
む
」

と
い
う
行
為
を
徹
底
し
た
テ
ク
ス
ト
分
析
の
論
考
に
お
い
て
、『
覚
』『
覚
帳
』
が
ほ
ぼ
同
列
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
え
る
こ
と
は
、「
書

く
」
と
い
う
行
為
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
明
ら
か
に
な
る
点
が
あ
る
こ
と
を
証
左
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

�

以
下
、『
覚
帳
』『
覚
』
の
該
当
部
分
を
引
用
す
る
。

【『
覚
帳
』】18−19
﹇55

﹈

十
月
十
五
日

一
此
方
一
場
立

金
光
大
神
生
時

（
言
い
伝
え
）

お
や
乃
い
ゝ
つ

へ
（
来
て
）

此
方
（
後
筆
）「

」
木
手
か
ら
の
事

覚

書
出
し

金
神
方
角

（
無
礼
）

お
そ
れ
る
事

ふ
れ
願
断
申
た

事

神
祇
信
心
い

し
た
事

【『
覚
』】22−10

﹇172

﹈

十
月
十
五
日
早
々
御
四
ら
せ

一
此
方
氏
子
一
場
立
金
光
大
神

生
時

（
言
い
伝
え
）

（
来
て
）

お
や
乃
い
ゝ
つ

へ

此
方

木
手
か
ら
之
事

覚

前

（
無
礼
）

後
共
書
出
し

金
神
方
角
お
そ
れ
る
事

ぶ
れ

断
申
た
事

神
祇
信
心
い

し
た
事

�

註
�
参
照
。
藤
井
に
よ
れ
ば
、「
本
文
の
は
じ
ま
る
安
政
四
年
十
月
十
三
日
に
関
す
る
記
述
か
ら
安
政
六
年
に
か
け
て
の
部
分
が
、
そ
れ
以
降
の

記
述
と
比
較
し
て
み
た
場
合
、
字
句
の
間
隔
や
行
間
が
ほ
と
ん
ど
一
定
し
て
い
て
、
連
続
し
た
筆
致
で
の
書
か
れ
方
が
な
さ
れ
て
い
る
」
た
め

（
前
掲
藤
井
一
九
八
三
年
）、
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
少
な
く
と
も
確
実
に
ま
と
め
書
き
が
な
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
年
号
表
記
の
な

「不可解さ」へ向けて ― ２６８ ―



さ
れ
方
、
表
紙
の
神
名
表
記
、
記
述
量
の
変
化
、
文
章
形
態
の
変
化
な
ど
か
ら
、
藤
井
は
『
覚
帳
』
の
執
筆
開
始
が
慶
応
三
年
か
ら
明
治
元
年
に

か
け
て
の
頃
に
は
じ
め
ら
れ
た
と
し
、
そ
れ
ま
で
の
記
述
を
ま
と
め
書
き
が
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

�

こ
こ
で
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
、「
一
点
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
「
読
む
」
に
あ
た
っ
て
有
効
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ

り
、
あ
く
ま
で
「
書
く
」
と
い
う
次
元
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
図
は
回
収
さ
れ
え
な
い
。

�

こ
の
こ
と
は
、「
読
む
」
と
い
う
立
場
を
徹
底
し
た
早
川
の
論
考
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
早
川

の
論
考
に
お
い
て
は
、「
作
者
」
と
「
作
品
」
が
分
離
さ
れ
、「
作
品
」
の
「
内
在
的
な
意
図
」
が
そ
の
研
究
の
前
提
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
す
な

わ
ち
、「
内
在
的
な
意
図
」
と
は
、
金
光
大
神
を
「
読
む
」
立
場
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
読
む
」
行
為
の
手
前
に
あ
る
「
書
く
」
と
い
う
次
元
に
お
い
て
は
、「
内
在
的
な
意
図
」
も
ま
た
、
破
棄
さ
れ
ざ
る
を
え

な
い
。
そ
れ
が
「
内
在
的
な
」
も
の
で
あ
れ
、
執
筆
者
に
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
れ
、「
意
図
」
な
る
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
態
度
は
、
あ
く

ま
で
「
読
む
」
と
い
う
次
元
に
お
い
て
成
立
し
う
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

�

た
だ
し
、
こ
の
問
い
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
「
回
顧
的
記
述
」
と
「
日
次
的
記
述
」
の
差
異
は
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
定
義
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。

書
か
れ
た
事
象
と
「
書
く
」
と
い
う
行
為
の
間
の
時
間
差
に
よ
っ
て
、「
回
顧
的
」
で
あ
る
か
「
日
次
的
」
で
あ
る
か
が
決
ま
る
が
、
一
年
の
時

間
差
を
「
回
顧
的
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
ま
だ
し
も
、
一
か
月
、
一
週
間
の
時
間
差
を
「
回
顧
的
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
果
し
て
正
し
い
の
だ
ろ
う

か
。
ど
こ
ま
で
そ
の
時
間
差
が
縮
ま
る
こ
と
で
、「
日
次
的
」
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
ま
た
こ
の
二
つ
の
記
述
の
差
異
を
明
確
に
し
た
と
し
て
も
、

史
料
か
ら
は
そ
の
時
間
差
を
知
る
事
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
え
る
た
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

�

註
�
参
照

�

藤
井
の
論
考
に
お
い
て
も
、「
読
む
」
と
い
う
行
為
へ
の
注
視
が
先
行
し
て
い
る
と
い
る
。
藤
井
は
、『
覚
帳
』
の
執
筆
に
つ
い
て
、「
先
ず
、
回

顧
す
る
、
と
い
う
形
で
そ
の
執
筆
が
は
じ
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
記
述
が
進
む
に
つ
れ
て
、
執
筆
が
な
さ
れ
る
時
点
と
、
記

さ
れ
る
体
験
の
生
起
し
た
時
点
と
が
徐
々
に
近
づ
き
、
や
が
て
追
い
つ
い
て
、『
覚
帳
』
は
、
金
光
大
神
の
も
と
に
生
起
す
る
「
お
知
ら
せ
事
」

体
験
に
即
し
た
形
で
の
執
筆
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」（
前
掲
藤
井

一
九
八
三
）
と
し
て
、「
執
筆
」
と
い
う
事
柄
が
、
あ
く
ま
で

一
点
か
ら
の
、
均
質
的
な
行
為
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
現
在
の
完
成
さ
れ
た
『
覚
帳
』
を
前
提
に
し
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
そ
こ
に

「
書
く
」
と
い
う
行
為
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

�

無
論
、『
覚
』
の
史
料
解
題
な
ど
、
言
及
さ
れ
て
い
る
論
文
、
文
献
な
ど
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、『
覚
』
の
写
本
で
あ
る
点
を
問
う
論
考
や
、

そ
の
書
写
自
体
を
問
題
と
す
る
よ
う
な
研
究
は
、
管
見
な
が
ら
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
教
学
研
究
が
「
書
く
」
と
い
う
行

― ２６９ ― 「不可解さ」へ向けて



為
に
対
し
て
、
そ
の
研
究
の
重
き
を
お
い
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
証
左
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

�

写
本
『
覚
』
の
原
本
の
体
裁
は
横
十
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
縦
二
十
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
仮
和
綴
じ
。
表
紙
は
薄
茶
色
、
題
簽
は
あ
る
が
書
名

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
本
文
は
こ
う
ぞ
紙
で
、
白
紙
を
入
れ
て
九
十
四
枚
、
各
紙
の
隅
に
枚
数
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
裏
表
紙
の
内
側
に
「
大

正
十
三
年
九
月
二
十
日
製
本

宿
老
佐
藤
範
雄
」
と
あ
り
、
こ
の
製
本
の
際
に
二
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
三
方
が
裁
断
さ
れ
て
い
る
た
め
、
一

部
紙
端
の
文
字
が
切
り
落
と
さ
れ
て
い
る
。『
覚
』
は
書
写
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
に
続
け
て
、
宅
吉
に
よ
る
八
行
ほ
ど
の
書
き
込
み
が
あ
る
。

そ
の
書
き
込
み
に
よ
れ
ば
、
書
写
は
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
年
）
に
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。（「
金
光
大
神
覚
に
つ
い
て
」『
覚
』）。

�

全
七
二
丁
あ
る
『
覚
帳
』
か
ら
、
表
紙
、
裏
表
紙
の
二
丁
と
、
暦
が
書
か
れ
た
帳
面
五
丁
を
除
い
た
も
の
（
前
掲
『
注
釈
』
参
照
）。
尚
、
丁
数

を
数
え
る
際
に
は
、
表
紙
を
一
丁
目
と
し
て
数
え
、（

）
内
に
、
写
真
版
に
付
さ
れ
た
頁
数
を
示
し
た
。

�

ち
な
み
に
、
別
の
丁
へ
移
る
、
丁
の
跨
ぎ
も
同
様
に
調
査
す
る
と
、『
覚
帳
』
に
お
い
て
は
、
十
六
│
十
七
丁
目
間
（﹇26

﹈│﹇27

﹈）、
二
二
│
二

三
丁
目
間
（﹇44

﹈│﹇45
﹈）、
五
二
│
五
三
丁
目
間
（﹇104

﹈│﹇105

﹈）、
五
五
│
五
六
丁
間
目
（﹇110−111

﹈）、
五
六
│
五
七
丁
目
間
（﹇112−

113

﹈）
の
五
カ
所
で
行
わ
れ
て
い
る
。『
覚
』
に
お
い
て
は
、
製
本
前
の
体
裁
が
定
か
で
は
な
く
、
半
紙
の
状
態
で
書
か
れ
た
の
か
、
多
少
製
本

さ
れ
た
状
態
で
書
か
れ
た
の
か
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
同
様
の
比
較
は
で
き
な
い
。

�

こ
れ
ら
の
違
い
は
『
覚
帳
』
と
『
覚
』
の
原
本
が
そ
も
そ
も
そ
の
体
裁
を
大
き
く
異
に
す
る
事
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
、
よ
り
詳
細

な
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、『
覚
帳
』『
覚
』
が
と
も
に
ま
と
め
書
き
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
部
分
に
関
し
て
も
改
行
の
仕
方
に
相
違

点
が
見
い
だ
せ
る
た
め
、『
覚
帳
』
と
『
覚
』
原
本
の
執
筆
過
程
や
性
質
の
違
い
に
よ
る
も
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。

�
『
覚
帳
』
の
貼
紙
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
前
掲
岩
崎
二
〇
一
二
年

が
挙
げ
ら
れ
る
。

�
『
覚
』
に
お
い
て
は
翻
刻
文
の
ほ
か
に
解
読
文
が
付
さ
れ
て
お
り
、『
教
典
』
に
収
録
さ
れ
た
「
金
光
大
神
御
覚
書
」
と
近
い
解
読
の
な
さ
れ
方
が

さ
れ
て
い
る
。『
教
典
』
は
研
究
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、『
覚
帳
』
の
翻
刻
・
解
読
に
関
す
る
凡
例
が
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、

『
教
典
』
に
お
い
て
も
同
様
の
解
読
の
な
さ
れ
方
が
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

�
「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
考
察
す
る
上
で
、
教
学
研
究
の
岩
崎
繁
之
の
研
究
は
大
い
に
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
岩
崎
は
「
新
暦
・
旧

暦
・
末
暦
が
あ
ら
わ
す
も
の
│
三
つ
の
日
付
を
附
け
分
け
る
金
光
大
神
の
世
界
感
覚
」（『
金
光
教
学
』
第
四
七
号
、
二
〇
〇
八
年
）
に
お
い
て
、

執
筆
者
で
あ
る
金
光
大
神
を
「
テ
キ
ス
ト
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
記
述
か
ら
照
ら
し
返
さ
れ
る
人
物
に
加
え
、
そ
れ
ら
テ
キ
ス
ト
を
前
に
筆
を
も

つ
人
物
の
こ
と
で
も
あ
る
」
と
し
て
お
り
（
同
七
〇
頁
）、『
覚
帳
』
お
よ
び
金
光
大
神
が
願
主
に
つ
い
て
書
き
留
め
た
『
広
前
歳
書
帳
』
の
日
付

の
表
記
に
注
目
し
、「
そ
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
こ
と
が
金
光
大
神
の
ど
の
よ
う
な
あ
り
よ
う
を
表
す
も
の
で
あ
る
の
か
を
資
料
論
的
に
究
明
」
し

「不可解さ」へ向けて ― ２７０ ―



て
（
同

一
〇
二
頁
）、「
記
さ
れ
る
こ
と
」
自
体
を
問
題
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
岩
崎
は
、「
墨
筆
で
文
字
が
書
き
表
さ
れ
る
こ
と
の

創
造
性
や
想
像
性
、
ま
た
墨
跡
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
を
含
め
た
「
書
く
」
と
い
う
体
験
の
時
間
に
ま
で
思
い
を
及
ば
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
」
と
し
て
（
前
掲
岩
崎

二
〇
一
二
年
）、
そ
の
筆
致
や
体
裁
を
含
め
た
、
加
筆
や
貼
紙
な
ど
に
関
す
る
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
本
研
究
に
お

い
て
は
岩
崎
の
研
究
を
参
照
し
な
が
ら
、「
書
く
」
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
よ
り
徹
底
し
た
考
察
を
試
み
た
い
。

― ２７１ ― 「不可解さ」へ向けて




