
﹃
平
家
物
語
﹄
法
然
義
論
争
の
前
提

︱
重
衡
救
済
を
再
考
す
る
た
め
に

︱

源

健

一

郎

は
じ
め
に

昭
和
三
四
年
︵
一
九
五
九
︶︑
東
洋
思
想
史
の
碩
学
で
あ
り
︑
天
台
宗
大
僧

正
で
も
あ
っ
た
福
井
康
順
は
︑
当
時
︑
商
業
誌
で
あ
り
な
が
ら
国
文
学
界
に
権

威
が
認
め
ら
れ
る
研
究
誌
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
﹁
文
学
﹂︵
岩
波
書
店
︶
に
︑

以
下
の
よ
う
な
論
説
を
発
表
し
た①

︒

�
『平
家
物
語
﹄
巻
一
・
三
・
十
・
十
一
︑
お
よ
び
灌
頂
巻
の
叙
述
に
は

﹁
法
然
義
﹂
が
顕
著
に
現
れ
て
お
り
︑﹁
今
の
平
家
物
語
は
︑
法
然
上
人

源
空
の
浄
土
宗
︑
即
ち
専
修
念
仏
義
を
ば
あ
き
ら
か
に
信
受
し
て
い
る

側
面
を
も
っ
て
い
る
こ
と
︑
し
か
も
そ
れ
を
公
然
と
宣
揚
し
て
い
る
文

章
を
も
も
っ
て
い
る
こ
と
﹂
は
重
要
で
あ
る
︒

�
『平
家
物
語
﹄
の
有
す
る
仏
教
思
想
が
﹁
単
な
る
浄
土
教
思
想
で
は
な

く
て
法
然
の
新
宗
浄
土
の
念
仏
﹂
で
あ
る
か
ら
に
は
︑﹃
徒
然
草
﹄
に

い
う
﹁
後
鳥
羽
院
の
御
代
﹂
に
お
け
る
﹃
平
家
物
語
﹄﹁
行
長
原
作
説
﹂

は
成
り
立
た
な
い
︒
当
時
︑
法
然
を
中
心
と
す
る
専
修
念
仏
思
想
は
激

し
い
弾
圧
下
に
あ
り
︑
﹁
こ
の
間
に
お
い
て
行
長
の
い
わ
ゆ
る
原
﹁
平

家
﹂
が
書
か
れ
得
る
は
ず
は
な
い
﹂
か
ら
で
あ
る
︒

仏
教
思
想
史
の
立
場
か
ら
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
専
修
念
仏
思
想
の
あ
り
方

に
つ
い
て
考
察
し
︑
そ
れ
を
前
提
に
﹁
原
﹃
平
家
物
語
﹄﹂
の
行
長
作
者
説
に

対
す
る
疑
問
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
に
受
け
て
国
文
学
の
立
場

か
ら
も
発
言
が
相
次
ぎ
︑
そ
れ
ら
に
呼
応
す
る
よ
う
に
福
井
も
続
論
を
発
表
し

た
︒
い
わ
ゆ
る
法
然
義
論
争
で
あ
る②

︒
こ
の
論
争
は
︑
国
文
学
側
か
ら
は
ひ
と

ま
ず
昭
和
四
三
年
︵
一
九
六
八
︶
の
渡
辺
貞
麿
論
文
に
よ
っ
て
終
息
し
た
と
捉

え
ら
れ
た③

が
︑
福
井
は
な
お
も
納
得
せ
ず
︑
六
年
後
の
昭
和
四
九
年
︵
一
九
七

四
︶
に
も
以
下
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る④

︒

現
行
の
平
家
物
語
︵
岩
波
文
庫
本
︶
の
︑
法
然
義
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が

﹃
平
家
物
語
﹄
法
然
義
論
争
の
前
提

三
一



多
い
︑
と
は
﹁
文
学
﹂︵
一
九
五
九
・
一
二
︶
に
発
表
し
た
拙
稿
﹁
平
家

物
語
の
仏
教
史
的
性
格
﹂
以
来
の
持
論
で
あ
る
が
︑︵
中
略
︑
稿
者
注
︑

そ
の
後
の
別
稿
で
は
︶﹁
平
家
﹂
の
灌
頂
巻
が
︑
法
然
義
の
う
ち
特
に
今

の
い
わ
ゆ
る
西
山
浄
土
宗
の
思
想
に
立
っ
て
い
る
︑
と
い
う
旨
を
論
じ
た

も
の
で
あ
る
︒
元
来
︑
法
然
義
の
内
に
お
け
る
西
山
義
の
特
色
あ
る
性
格

と
そ
の
宗
勢
の
実
際
に
対
し
て
︑
多
く
の
国
文
学
者
は
無
視
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
︒
失
礼
な
が
ら
む
し
ろ
知
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

し
か
し
︑
福
井
に
よ
る
こ
の
問
題
提
起
に
正
面
か
ら
答
え
よ
う
と
す
る
国
文
学

側
の
反
応
は
な
か
っ
た
︒
後
に
︑﹁
法
然
義
論
争
は
︑
そ
の
論
点
が
本
格
的
に

か
み
合
わ
な
い
ま
ま
に
展
開
し
た
観
が
強
い
﹂︵
関
口
忠
男
︶
と
評
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
所
以
で
も
あ
る
︒

福
井
﹁
文
学
﹂
論
文
︵
昭
三
四
︶
の
発
表
か
ら
約
四
十
年
後
︑
ほ
ぼ
同
時
期

に
︑
関
口
忠
男
・
村
上
學⑤

両
氏
に
よ
っ
て
︑
法
然
義
論
争
の
回
顧
と
問
題
点
の

整
理
が
お
こ
な
わ
れ
た
︒
関
口
は
福
井
説
の
問
題
点
と
し
て
︑
覚
一
本
の
み
に

限
定
し
た
立
論
で
あ
り
︑
か
つ
﹁
法
然
義
﹂
の
意
味
内
容
が
拡
大
さ
れ
て
い
っ

た
と
指
摘
し
た
上
で
︑
現
在
的
課
題
と
し
て
︑﹃
平
家
物
語
﹄
諸
本
の
す
べ
て

の
重
衡
受
戒
場
面
に
法
然
が
登
場
す
る
こ
と
と
﹁
法
然
義
﹂
弾
圧
と
い
う
事
実

の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
西
山
義
の
問
題
を
踏
ま
え
て
も
な
お
未
解
明
で
あ
る
と

総
括
し
た
︒
一
方
︑
村
上
は
国
文
学
側
の
問
題
点
と
し
て
︑﹁
法
然
義
﹂
を
今

日
的
な
思
想
や
教
義
の
解
釈
の
視
座
か
ら
把
握
し
た
論
に
依
り
か
か
っ
た
批
判

を
展
開
し
た
こ
と
︑
覚
一
本
に
完
成
さ
れ
た
作
品
と
し
て
の
統
一
性
が
あ
る
こ

と
を
前
提
と
し
て
論
じ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
本
稿
は
︑
村
上
の
指
摘
す

る
問
題
点
の
う
ち
︑
前
者
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い⑥

︒
す
な
わ
ち
︑

﹁
法
然
義
﹂
論
争
当
時
の
研
究
者
が
﹁
依
り
か
か
っ
﹂
て
い
た
﹁
今
日
的
な
思

想
や
教
義
の
視
座
﹂
と
は
何
で
あ
っ
た
か
︑
と
い
う
問
題
で
あ
る
︒

こ
の
問
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
稿
者
は
︑
明
治
期
以
降
の
近
代
国
文
学

研
究
に
お
い
て
︑﹃
平
家
物
語
﹄
と
仏
教
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
把
握
さ
れ

た
か
︑
と
い
う
段
階
に
遡
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
︑
二
つ
の
拙
稿
を
公
に
し
た⑦

︒

そ
の
要
点
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

�
『平
家
物
語
﹄
と
仏
教
諸
宗
派
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
︑
明
治
中
期

に
お
け
る
禅
宗
︑
評
価
の
安
定
し
な
い
明
治
後
期
を
経
て
︑
大
正
初
期

に
は
法
然
浄
土
教
が
重
視
さ
れ
る
に
至
る
︒
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
︑

明
治
末
期
に
お
け
る
国
民
的
叙
事
詩
論
で
あ
っ
た
︒

�
国
民
的
叙
事
詩
論
に
加
え
︑
明
治
末
期
か
ら
は
国
史
研
究
・
社
会
運
動

の
両
面
か
ら
推
進
さ
れ
た
法
然
宗
教
改
革
者
説
の
影
響
も
あ
り
︑﹃
平

家
物
語
﹄
の
思
想
的
基
盤
に
法
然
浄
土
教
を
位
置
づ
け
る
言
説
が
東
大

国
文
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
か
ら
盛
ん
に
発
信
さ
れ
た
︒
昭
和
戦
前
期
に
は
︑

そ
う
し
た
認
識
が
研
究
者
間
で
︿
常
識
﹀
化
す
る
に
至
っ
た
︒

本
稿
で
は
︑
昭
和
一
二
年
︵
一
九
三
七
︶
の
日
中
戦
争
開
戦
の
頃
か
ら
活
動
が

始
ま
る
国
文
学
歴
史
社
会
学
派
︑
戦
中
期
に
お
け
る
小
林
秀
雄
の
評
論
活
動
と

﹃
平
家
物
語
﹄
法
然
義
論
争
の
前
提

三
二



マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
︑
同
時
期
に
確
立
し
た
浄
土
教
中
心
史
観
︑
お
よ
び
戦
後

期
の
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学
等
の
動
向
を
俎
上
に
載
せ
︑
法
然
義
論
争
に
至
る
ま

で
に
醸
成
さ
れ
た
﹃
平
家
物
語
﹄
と
仏
教
の
関
係
性
に
対
す
る
︿
常
識
﹀
的
理

解
に
つ
い
て
解
明
し
た
い
︒

一

歴
史
社
会
学
派
に
お
け
る
認
識

︱
仏
教
と
の
関
係
性
に
対
す
る
消
極
的
評
価

昭
和
一
二
年
︵
一
九
三
七
︶︑
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
っ
た
近
藤
忠
義
は
︑

国
家
主
義
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
か
ら
文
学
研
究
を
守
る
た
め
に
︑
雑
誌
﹁
文
芸
復

興
﹂
を
創
刊
し
た
︒
こ
れ
を
中
心
と
し
て
形
成
さ
れ
た
学
派
が
歴
史
社
会
学
派

で
あ
り
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
史
観
︵
史
的
唯
物
論
︶
に
よ
っ
て
文
芸
を
社
会
的
・

歴
史
的
に
把
握
し
よ
う
と
運
動
し
た⑧

︒
戦
後
の
復
興
期
に
お
い
て
も
︑
国
文
学

研
究
の
主
流
を
な
し
た
の
は
歴
史
社
会
学
派
で
あ
っ
た
︒

そ
う
し
た
研
究
状
況
下
︑﹃
平
家
物
語
﹄
と
仏
教
の
関
係
性
に
関
す
る
戦
前

ま
で
の
評
価
を
見
直
す
言
説
が
相
次
い
だ
︒
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
︑
小
林
智
昭

の
論
説
︵
昭
二
八
︶
を
紹
介
し
よ
う⑨

︒

無
常
感
・
往
生
来
迎
な
ど
の
浄
土
思
想
は
︑
依
然
と
し
て
平
家
物
語
の
基

調
と
し
て
︑
は
た
し
て
全
篇
を
貫
流
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒︵
中
略
︶

そ
う
で
は
な
く
て
︑︵
中
略
︶
と
き
に
哀
感
の
表
出
に
浄
土
思
想
の
ス
タ

イ
ル
を
も
っ
て
し
た
も
の
で
あ
り
︑
平
家
物
語
の
主
題
に
︑
無
常
感
に
代

え
る
に
少
な
く
も
こ
の
現
実
裸
形
の
生
身
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
誤

り
で
あ
ろ
う
か
︒
︵
中
略
︶
平
家
作
者
の
主
導
性
︑
哀
感
よ
り
は
む
し
ろ

叙
事
詩
人
の
伝
統
的
な
魂
︑
詩
魂
の
純
粋
性
に
求
め
よ
う
と
す
る
論
は
︑

傾
聴
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

浄
土
思
想
は
﹁
哀
感
の
表
出
﹂
の
た
め
の
﹁
ス
タ
イ
ル
﹂
に
過
ぎ
ず
︑
﹃
平
家

物
語
﹄
の
主
題
は
﹁
無
常
感
﹂
に
は
な
く
﹁
現
実
裸
形
の
生
身
﹂
に
あ
る
と
説

く
の
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
︑﹃
平
家
物
語
﹄
の
本
質
を
﹁
叙
事
詩
人
の
伝
統
的

な
魂
︑
詩
魂
の
純
粋
性
に
求
め
よ
う
と
す
る
論
﹂
は
﹁
傾
聴
﹂
す
べ
き
だ
と
述

べ
て
い
る
︒
こ
こ
に
言
挙
げ
さ
れ
る
﹁
論
﹂
が
小
林
秀
雄
﹁
平
家
物
語
﹂︵﹃
無

常
と
い
ふ
事
﹄
所
収
︶
で
あ
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
︑
後
述
し
た
い
︒

小
林
は
日
蓮
宗
の
僧
籍
を
持
ち
︑
中
世
文
学
を
中
心
に
︑
そ
の
仏
教
文
学
的

性
格
の
解
明
に
多
く
の
成
果
を
残
し
た
︒
歴
史
社
会
学
派
全
盛
期
に
活
躍
し
た

研
究
者
で
は
あ
る
も
の
の
︑
そ
の
潮
流
と
は
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
い
た
よ
う

に
も
思
わ
れ
る⑩

︒
た
だ
し
︑
仏
教
あ
る
い
は
法
然
浄
土
教
を
﹃
平
家
物
語
﹄
の

本
質
的
問
題
と
切
り
離
し
︑
﹁
宗
教
的
世
界
観
﹂
を
﹁
除
外
﹂
し
て
論
じ
る
立

場
は
︑
歴
史
社
会
学
派
の
桐
原
徳
重
︑
谷
宏
ら
に
継
承
さ
れ
︑
さ
ら
に
増
幅
し

て
い
く⑪

︒﹃
平
家
物
語
﹄
と
仏
教
に
つ
い
て
論
じ
た
井
手
恒
雄
は
︑
仏
教
は

﹁
中
世
の
人
の
心
を
高
め
深
め
た
も
の
﹂
で
は
な
く
︑
﹁
逆
に
こ
れ
を
甚
だ
し
く

歪
曲
せ
し
め
た
も
の
﹂
で
あ
る
と
そ
の
価
値
自
体
を
否
定
し
︑﹃
平
家
物
語
﹄

の
序
章
に
は
﹁
仏
教
文
学
と
で
も
言
ひ
た
い
も
の
を
感
じ
る
﹂
が
︑
全
体
と
し

﹃
平
家
物
語
﹄
法
然
義
論
争
の
前
提
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三



て
は
﹁
逆
に
仏
教
で
は
割
り
切
れ
ぬ
も
の
ゝ
強
さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
ぜ
さ
せ
ら

れ
る
﹂
と
説
い
た⑫

︒
井
手
は
ま
た
︑
福
井
﹁
文
学
﹂
論
文
︵
昭
三
四
︶
の
五
年

後
︑
福
井
説
が
﹃
平
家
物
語
﹄
は
専
修
念
仏
思
想
を
﹁
信
受
﹂﹁
宣
揚
﹂
し
て

い
る
と
評
価
す
る
こ
と
自
体
を
批
判
し
︑﹁
当
時
の
仏
教
思
想
﹂
が
﹃
平
家
物

語
﹄
の
﹁
詩
精
神
﹂
を
作
っ
た
の
で
は
な
く
︑﹁
自
分
の
恋
愛
を
あ
き
ら
め
た

り
︑
最
期
に
及
ん
で
妻
子
へ
の
愛
着
を
押
し
殺
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
中
世
社
会
の
人
々
の
立
場
が
哀
れ
な
の
で
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
平
家
物
語
の

﹁
詩
﹂
も
生
ま
れ
て
﹂
き
た
と
論
じ
て
い
る⑬

︒
歴
史
社
会
学
派
の
一
部
に
は
︑

戦
前
の
﹃
平
家
物
語
﹄
叙
事
詩
論
を
継
承
し
つ
つ
も
︑﹃
平
家
物
語
﹄
と
仏
教

の
関
係
性
に
つ
い
て
は
そ
れ
と
は
真
逆
の
方
向
に
見
直
す
気
運
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
︒

こ
う
し
た
気
運
の
醸
成
に
︑
小
林
智
昭
も
言
及
す
る
小
林
秀
雄
の
評
論
﹁
平

家
物
語
﹂
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
小
林
秀
雄
は
︑
戦
中
に
公

表
し
た
中
世
古
典
文
学
を
対
象
と
し
た
六
篇
の
評
論
を
ま
と
め
︑
昭
和
二
一
年

︵
一
九
四
六
︶︑﹃
無
常
と
い
ふ
事
﹄
と
題
し
て
公
刊
し
た⑭

︒
そ
の
う
ち
の
一
篇

﹁
平
家
物
語
﹂
は
後
に
多
く
の
高
等
学
校
﹁
国
語
﹂
教
科
書
に
採
用
さ
れ
る⑮

な

ど
︑
社
会
的
に
も
広
く
享
受
さ
れ
た
︒
小
林
秀
雄
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
序
章
の

﹁
今
様
風
の
哀
調
が
︑
多
く
の
人
々
を
誤
ら
せ
た
﹂
が
︑
そ
の
仏
教
的
言
辞
は

﹁
当
時
の
知
識
人
と
し
て
月
並
な
口
を
利
い
て
い
た
に
過
ぎ
﹂
ず
︑﹁
作
者
を
︑

本
当
に
動
か
し
導
い
た
の
は
︑
彼
の
よ
く
知
つ
て
ゐ
た
当
時
の
思
想
と
い
ふ
様

の
も
の
で
は
な
く
︑
彼
自
ら
は
つ
き
り
知
ら
な
か
つ
た
叙
事
詩
人
の
伝
統
的
な

魂
で
あ
つ
た
﹂
と
評
し
た
︒﹃
平
家
物
語
﹄
の
叙
事
詩
論
的
性
格
と
仏
教
的
性

格
を
対
立
的
な
も
の
と
捉
え
︑
後
者
に
つ
い
て
は
﹁
当
時
の
無
常
の
思
想
の
如

き
は
︑
時
代
の
敢
無
い
意
匠
に
過
ぎ
ぬ
﹂
と
排
除
し
た
の
で
あ
る
︒

小
林
に
よ
る
︑
こ
の
よ
う
な
﹃
平
家
物
語
﹄
の
読
み
方
に
は
︑
マ
ル
ク
ス
主

義
の
影
響
を
認
め
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
小
林
に
つ
い
て
は
︑
戦
前
期
に
お
け
る
マ

ル
ク
ス
主
義
文
学
批
評
に
対
す
る
﹁
も
っ
と
も
手
剛
い
敵
手
﹂
で
あ
り
つ
つ
も
︑

一
方
で
﹁
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
個
性
的
思
考
と
﹁
文
体
﹂
の
前
に
脱

帽
﹂
し
て
い
た
と
の
評
価
が
あ
る⑯

︒
宗
教
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
︑
富
を

搾
取
す
る
存
在
と
認
識
さ
れ
︑
否
定
さ
れ
た
︒
そ
の
実
践
的
運
動
と
し
て
の
反

宗
教
運
動
は
︑
日
本
に
お
い
て
も
昭
和
五
年
︵
一
九
三
〇
︶
前
後
に
本
格
化
し

て
い
た⑰

︒
戦
前
期
に
お
け
る
国
文
学
研
究
で
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
の
思
想
的
基

盤
に
法
然
浄
土
教
を
認
め
る
見
方
が
一
般
化
し
て
い
た
が
︑
そ
う
し
た
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
の
埒
外
に
あ
っ
た
小
林
だ
か
ら
こ
そ
︑
マ
ル
ク
ス
主
義
的
﹁
物
差
し
﹂

を
当
て
は
め
つ
つ
︑
﹃
平
家
物
語
﹄
の
仏
教
性
を
反
転
的
に
読
み
直
す
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る⑱

︒

小
林
﹁
平
家
物
語
﹂
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
傾
向
を
帯
び
た
仏
教
理
解

は
︑
小
林
自
身
が
意
図
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

戦
後
国
文
学
歴
史
社
会
学
派
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑

そ
れ
は
受
け
入
れ
や
す
い
言
説
で
あ
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
先
に
見
た
よ
う
な
研

﹃
平
家
物
語
﹄
法
然
義
論
争
の
前
提
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四



究
状
況
が
出
来
し
た
と
い
え
よ
う
︒
一
方
で
︑
福
井
﹁
文
学
﹂
論
文
︵
昭
三

四
︶
は
︑
こ
う
し
た
理
解
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
﹁
物
差
し
﹂
の
無
効
性

を
突
い
た
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
小
林
智
昭
は
︑
福
井
説
に

真
摯
に
向
き
合
い
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
議
論
を
前
に
進
め
る
こ
と
を
企
図
し

た
論
文
を
︑
後
に
公
表
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

二

歴
史
社
会
学
派
に
お
け
る
認
識

︱
仏
教
と
の
関
係
性
に
対
す
る
積
極
的
評
価

﹃
平
家
物
語
﹄
と
仏
教
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
︑
歴
史
社
会
学
派
の
見
方
は

割
れ
て
い
た
︒
理
論
的
側
面
か
ら
戦
後
の
歴
史
社
会
学
派
を
領
導
し
た
永
積
安

明
は
︑
前
節
に
取
り
上
げ
た
見
方
と
は
逆
に
︑﹃
平
家
物
語
﹄
の
仏
教
性
を
確

実
に
評
価
し
て
い
た
︒
永
積
の
﹃
平
家
物
語
﹄
観
に
つ
い
て
︑
今
成
元
昭
に
よ

る
整
理
を
以
下
に
示
そ
う
︒

平
家
物
語
に
お
い
て
は
︑
意
識
的
に
組
織
化
さ
れ
た
盛
者
必
衰
・
因
果
応

報
・
往
生
浄
土
等
の
仏
教
的
世
界
観
と
︑
そ
の
よ
う
な
︿
既
成
の
世
界
観

の
反
現
実
的
側
面
と
衝
突
し
︑
形
式
的
に
は
宗
教
的
な
構
図
を
︑
実
質
的

に
う
ち
破
る
役
目
を
さ
へ
果
﹀
し
た
と
こ
ろ
の
無
意
識
的
に
肉
体
化
さ
れ

た
文
学
創
造
へ
指
向
す
る
世
界
観
と
が
共
存
し
て
お
り
︑
こ
の
本
来
矛
盾

対
立
す
る
は
ず
の
二
つ
の
世
界
観
を
ふ
ま
え
て
成
り
立
つ
平
家
物
語
の

︿
偉
大
な
混
沌

カ

オ

ス

は
︑
鎌
倉
時
代
と
い
ふ
︑
日
本
中
世
転
形
期
の
も
つ
混
沌⑲

﹀

そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て
︑
そ
う
い
う
︿
時
代
の
典
型
的
な
姿
勢
を
見
事

に
把
へ
︑
そ
の
全
構
図
に
お
い
て
︑
宗
教
的
な
意
図
に
屈
服
す
る
事
な
く
︑

そ
の
人
物
創
造
に
お
い
て
︑
細
目
に
お
い
て
︑
全
く
新
し
い
も
の
を
作
り

上
げ
た
﹀
作
品
︑︿
激
し
く
偉
大
な
混
沌
を
成
し
え
た
作
品⑳

﹀
と
し
て
平

家
物
語
を
評
価
し
た
の
で
あ
る
︒

宗
教
的
価
値
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
史
観
を
踏
ま
え
つ
つ

戦
前
の
﹃
平
家
物
語
﹄
叙
事
詩
論
を
更
新
し
︑
克
服
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て

で
は
あ
り
な
が
ら
も
︑﹃
平
家
物
語
﹄
の
作
品
世
界
に
仏
教
的
世
界
観
が
明
確

に
定
位
さ
れ
た
︒
昭
和
二
八
年
︵
一
九
五
三
︶
︑
永
積
は
以
下
の
よ
う
な
見
解

を
示
し
て
い
る
︒
﹃
平
家
物
語
﹄
は
︑
序
章
に
お
い
て
﹁
ま
ず
色
こ
く
仏
教
思

想
を
う
ち
だ
し
﹂︑
そ
の
後
︑﹁
全
篇
の
構
想
を
網
の
目
の
よ
う
に
︑
お
お
っ
て

ゆ
く
ほ
ど
力
強
く
︑
す
み
ず
み
に
ま
で
及
ん
で
い
る
﹂
と㉑

︒
な
か
で
も
永
積
が

重
視
し
た
の
は
︑
や
は
り
法
然
浄
土
教
で
あ
っ
た
︒
法
然
浄
土
教
は
﹁
さ
ま
ざ

ま
な
階
層
の
庶
民
を
も
ふ
く
む
都
市
人
﹂
や
﹁
東
国
武
士
﹂﹁
ひ
ろ
く
領
主
階

級
の
多
数
﹂
の
心
を
捉
え
た
た
め
︑
法
然
浄
土
教
を
﹁
強
く
お
し
だ
し
て
い

る
﹂﹃
平
家
物
語
﹄
は
﹁
ひ
ろ
い
対
象
を
持
ち
う
る
モ
メ
ン
ト
を
つ
か
ん
だ
﹂

の
だ
と
論
じ
て
い
る
︒﹃
平
家
物
語
﹄
を
︑
中
世
の
新
た
な
庶
民
的
階
層
が
前

時
代
の
権
力
を
克
服
す
る
物
語
と
捉
え
︑
そ
う
し
た
階
層
に
滲
透
し
た
法
然
浄

土
教
が
物
語
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
﹃
平
家
物
語
﹄
は
前
時
代
の

文
学
が
対
象
と
し
な
か
っ
た
層
に
ま
で
享
受
さ
れ
た
と
理
解
し
た
の
で
あ
る
︒

﹃
平
家
物
語
﹄
法
然
義
論
争
の
前
提
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永
積
の
﹃
平
家
物
語
﹄
観
は
︑
歴
史
社
会
学
派
に
お
い
て
確
実
に
継
承
さ
れ

て
い
っ
た
︒
そ
の
一
例
と
し
て
︑﹃
平
家
物
語
﹄
を
﹁
浄
土
文
芸
﹂
と
規
定
し

た
村
田
昇
の
論
説
を
以
下
に
引
い
て
お
こ
う㉒

︒

平
家
の
滅
亡
は
仏
教
の
原
理
︵
宇
宙
の
正
法
︶
を
遺
憾
な
く
具
体
的
に
見

せ
た
︒︵
中
略
︶
こ
の
普
遍
平
等
の
摂
理
を
最
も
歓
迎
し
た
の
は
庶
民
で

あ
っ
た
︒
何
よ
り
も
平
等
を
望
ん
で
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
時
に
最
も

適
合
し
た
教
は
法
然
の
浄
土
教
で
あ
つ
た
︒︵
中
略
︶
平
家
の
滅
亡
は
公

卿
貴
族
の
唯
美
生
活
の
敗
北
で
あ
つ
て
︑
唯
美
生
活
に
交
替
す
る
現
実
改

革
力
の
必
要
を
示
唆
す
る
も
の
が
︑
平
家
物
語
で
あ
る
︒
そ
の
現
実
改
革

は
経
済
力
と
武
力
を
も
つ
た
素
朴
な
地
方
武
士
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
が
︑

そ
の
武
士
は
多
く
農
民
で
あ
つ
た
︒
そ
の
農
民
は
平
家
の
滅
亡
に
学
び
︑

平
家
の
滅
亡
を
教
材
と
し
た
法
然
の
教
に
導
か
れ
て
︑
辺
土
の
愚
民
と
し

て
長
い
間
虐
げ
ら
れ
た
悲
し
み
を
超
克
し
て
︑︵
中
略
︶
本
念
的
存
在
に

躍
進
す
る
大
勇
猛
心
を
も
つ
て
ゐ
た
︒

マ
ル
ク
ス
主
義
史
観
と
法
然
浄
土
教
の
展
開
を
融
合
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
︑﹃
平

家
物
語
﹄
の
成
立
が
見
通
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
永
積
を
中
心
と
す
る
歴
史
社
会
学
派
の
こ
う
し
た
﹃
平
家
物
語
﹄

観
は
︑
独
自
な
も
の
と
は
い
え
な
い
︒
い
わ
ゆ
る
石
母
田
史
学
の
圧
倒
的
な
影

響
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
戦
中
期
よ
り
史
的
唯
物
論
の
立
場
に
よ
っ
て
日
本

古
代
・
中
世
史
研
究
に
取
り
組
ん
だ
石
母
田
正
は
︑
戦
後
︑
昭
和
二
一
年
︵
一

九
四
六
︶
に
﹃
中
世
的
世
界
の
形
成
﹄︵
伊
藤
書
店
︶
を
公
刊
し
︑
大
き
な
評

価
を
得
た
︒
そ
の
第
四
章
﹁
黒
田
悪
党
﹂
に
お
い
て
石
母
田
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄

の
本
質
を
改
め
て
﹁
源
平
争
乱
時
代
の
叙
事
詩
﹂
と
規
定
し
た
上
で
︑
仏
教
と

の
関
係
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
仏
教
的
︵
浄
土
教
的
︶
世
界
観
は

﹃
平
家
物
語
﹄
の
本
質
に
と
っ
て
﹁
内
的
な
も
の
で
あ
り
︑
叙
事
詩
的
な
も
の

と
浄
土
教
的
往
生
思
想
が
一
つ
の
調
和
と
統
一
を
な
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
平
家

物
語
の
個
性
が
認
め
ら
れ
︑
ま
た
そ
こ
に
中﹅

世﹅

の﹅

叙
事
詩
と
し
て
の
特
質
が
あ

る
﹂
と
︒
一
方
で
︑
﹁
個
人
の
精
神
の
救
済
を
使
命
と
す
る
﹂
法
然
浄
土
教
は

﹁
農
村
に
滲
潤
﹂
し
︑
﹁
領
主
層
﹂
に
受
容
さ
れ
た
と
も
説
い
て
い
る
︒
後
の
永

積
の
﹃
平
家
物
語
﹄
観
に
比
べ
れ
ば
︑
当
時
の
石
母
田
の
言
説
は
抽
象
的
で
︑

あ
る
意
味
︑
素
朴
な
段
階
に
あ
る
が
︑
石
母
田
に
よ
る
﹃
平
家
物
語
﹄
お
よ
び

法
然
浄
土
教
へ
の
評
価
を
統
合
し
︑
展
開
し
た
そ
の
先
に
︑
永
積
の
言
説
は
生

ま
れ
た
の
で
あ
る
︒

石
母
田
は
︑
昭
和
三
二
年
︵
一
九
五
七
︶
に
は
﹃
平
家
物
語
﹄
に
対
す
る
先

の
よ
う
な
観
点
を
敷
衍
し
つ
つ
物
語
全
篇
を
読
解
し
︑
﹃
平
家
物
語
﹄
の
世
界

観
を
総
合
的
に
論
ず
る
一
冊
の
著
書
を
刊
行
し
た
︒
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た

岩
波
新
書
﹃
平
家
物
語
﹄
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
﹃
平
家
物
語
﹄
に
対
す
る
大

き
な
関
心
の
背
景
に
は
︑
石
母
田
独
自
の
英
雄
時
代
論
が
あ
る
︒
英
雄
時
代
論

に
つ
い
て
︑
大
津
雄
一
は
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る㉓

︒

﹁
英
雄
時
代
﹂
と
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
古
代
ギ
リ
シ

﹃
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家
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語
﹄
法
然
義
論
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ャ
の
叙
事
詩
の
背
景
と
な
る
時
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
マ
ル
ク
ス
主
義
史

学
は
︑
そ
れ
を
原
始
共
同
体
か
ら
階
級
社
会
へ
の
過
渡
的
段
階
と
し
て
規

定
し
た
︒
石
母
田
は
︑
日
本
の
原
始
か
ら
古
代
へ
の
時
代
に
そ
れ
を
幻
視

し
よ
う
と
し
た
︒

石
母
田
は
︑
日
本
に
お
け
る
﹁
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
叙
事
詩
﹂
に
相
応
す
る
文
学

と
し
て
︑
イ
ワ
レ
ヒ
コ
・
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
神
話
︑﹃
宇
津
保
物
語
﹄︑﹃
平
家

物
語
﹄
を
見
出
し
た
︒
こ
れ
ら
は
時
代
順
に
︑﹁
古
代
天
皇
の
叙
事
詩
﹂︑﹁
貴

族
社
会
の
叙
事
詩
﹂︑﹁
武
士
の
叙
事
詩
﹂
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る㉔

︒

﹃
中
世
的
世
界
の
形
成
﹄
に
お
い
て
︑
石
母
田
は
︑﹁
英
雄
﹂
と
し
て
の
武
士
た

ち
が
︑
古
代
荘
園
制
と
い
う
中
央
権
門
に
よ
る
搾
取
体
制
を
終
わ
ら
せ
︑
地
域

の
農
村
共
同
体
に
根
ざ
し
た
新
た
な
中
世
社
会
を
切
り
開
い
て
い
く
可
能
性
と

そ
の
挫
折
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
︒
石
母
田
は
︑
古
代
末
期
の
混
沌
と
し
た
移

行
期
を
︑
天
皇
制
的
権
威
に
屈
す
る
こ
と
の
な
い
︑﹁
強
い
集
団
性
と
共
に
溌

剌
た
る
個
人
の
主
体
性
﹂
が
練
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
倣

っ
て
英
雄
時
代
と
称
し
た
の
で
あ
る㉕

︒
そ
う
し
た
﹁
英
雄
時
代
﹂
観
を
表
象
す

る
﹁
叙
事
詩
﹂
が
﹃
平
家
物
語
﹄
で
あ
っ
た
︒
石
母
田
が
こ
と
に
﹃
平
家
物

語
﹄
に
注
目
し
た
所
以
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
石
母
田
が
中
世
的
精
神
の
結
晶
と
し
て
把
握
し
た
の
は
︑

﹁
叙
事
詩
﹂
と
し
て
の
﹃
平
家
物
語
﹄
と
﹁
浄
土
教
的
往
生
思
想
﹂︵
法
然
浄
土

教
︶
で
あ
っ
た
︒
こ
の
認
識
を
基
調
と
し
て
︑
永
積
を
中
心
と
す
る
歴
史
社
会

学
派
の
﹃
平
家
物
語
﹄
論
も
展
開
し
て
い
っ
た
︒
こ
う
し
た
研
究
状
況
を
対
象

に
︑
作
者
説
の
観
点
か
ら
国
文
学
研
究
側
の
矛
盾
を
突
い
た
の
が
︑
福
井
﹁
文

学
﹂
論
文
︵
昭
三
四
︶
で
あ
っ
た
︒
国
文
学
で
は
︑
法
然
浄
土
教
の
意
義
を
重

要
視
し
つ
つ
﹁
叙
事
詩
﹂
と
し
て
の
﹃
平
家
物
語
﹄
を
論
じ
る
こ
と
が
︿
常

識
﹀
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
原
﹃
平
家
物
語
﹄﹂
成
立
段
階
に
お
け

る
法
然
浄
土
教
弾
圧
の
問
題
を
無
視
し
て
い
る
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
問
題
提

起
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
福
井
自
身
︑﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
法
然
浄
土
教

﹁
宣
揚
﹂
を
︿
常
識
﹀
的
理
解
と
し
て
主
張
し
て
お
り
︑
両
者
は
同
じ
土
俵
で

論
争
を
始
め
た
と
も
い
え
る
︒
本
来
で
あ
れ
ば
︑﹁
宣
揚
﹂
の
意
味
自
体
を
問

い
直
す
観
点
が
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
っ
た
が
︑
そ
う
し
た
方
向
に
議
論
は

向
か
な
か
っ
た
︒
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
︑
も
う
ひ
と
つ
の
︿
常
識
﹀
に
つ
い

て
考
え
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
︒
当
時
︑
﹃
平
家
物
語
﹄
の
み
な
ら
ず
︑

中
世
の
文
化
全
般
︑
ひ
い
て
は
中
世
と
い
う
時
代
の
あ
り
方
自
体
に
対
し
て
︑

浄
土
教
思
想
の
影
響
を
重
大
視
す
る
論
調
が
︿
常
識
﹀
化
し
て
い
た
︒
い
わ
ゆ

る
浄
土
教
中
心
史
観
で
あ
る
︒
次
に
︑
こ
の
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
︒

三

浄
土
教
中
心
史
観
の
影
響

ま
ず
︑
浄
土
教
中
心
史
観
の
形
成
に
つ
い
て
簡
潔
に
整
理
し
た
富
島
義
幸
の

指
摘
を
次
に
挙
げ
よ
う㉖

︒

思
想
史
と
し
て
の
浄
土
教
中
心
史
観
は
︑
家
永
三
郎
﹃
日
本
思
想
史
に
於

﹃
平
家
物
語
﹄
法
然
義
論
争
の
前
提
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け
る
否
定
の
理
論
の
発
達
﹄︵
弘
文
堂
︑
一
九
四
〇
年
︶
に
よ
っ
て
確
立

さ
れ
た
と
い
え
よ
う
︒
そ
れ
を
石
母
田
正
氏
の
荘
園
領
主
・
在
地
領
主
論

と
結
び
つ
け
︑
文
学
・
建
築
・
美
術
な
ど
の
諸
現
象
ま
で
包
括
し
た
井
上

光
貞
﹃
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
﹄︵
山
川
出
版
社
︑
一
九
五
六
年
︶︑

﹃
日
本
古
代
の
国
家
と
仏
教
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
七
一
年
︶
は
︑
分
野
を

問
わ
ず
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
︒
建
築
史
は
﹁
浄
土
教
建
築
﹂︑
美
術
史

は
﹁
浄
土
教
美
術
﹂︑
庭
園
史
学
は
﹁
浄
土
庭
園
﹂
と
︑
こ
ぞ
っ
て
平
安

時
代
の
芸
術
を
浄
土
教
に
結
び
つ
け
て
説
明
し
て
き
た
︒︵
中
略
︶
平
安

浄
土
教
は
︑
そ
も
そ
も
は
法
然
・
親
鸞
の
前
提
と
な
る
平
安
仏
教
の
一
部

と
し
て
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
概
念
は
思
想
・
信
仰
と
は

無
関
係
な
と
こ
ろ
に
ま
で
広
げ
ら
れ
て
い
っ
た
︒︵
中
略
︶
歴
史
学
の
あ

ら
ゆ
る
分
野
で
︑
様
々
な
矛
盾
に
目
を
瞑
り
な
が
ら
浄
土
教
を
高
揚
し
て

き
た
と
い
え
よ
う
︒

平
安
仏
教
を
射
程
と
し
た
指
摘
で
は
あ
る
が
︑
昭
和
五
〇
年
︵
一
九
七
五
︶︑

黒
田
俊
雄
に
よ
っ
て
顕
密
体
制
論
が
提
起
さ
れ
る㉗

ま
で
は
︑
日
本
史
研
究
に
お

け
る
中
世
仏
教
に
対
す
る
把
握
も
浄
土
教
中
心
史
観
に
よ
る
も
の
が
主
流
で
あ

っ
た㉘

︒
浄
土
教
中
心
史
観
の
提
唱
者
︑
家
永
三
郎
は
︑﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
法

然
浄
土
教
の
影
響
に
つ
い
て
︑
昭
和
二
六
年
︵
一
九
五
一
︶
の
段
階
で
次
の
よ

う
に
指
摘
し
て
い
た㉙

︒

﹁
平
家
﹂
巻
十
に
よ
る
と
平
重
衡
が
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
き
︑
新
仏
教

の
鼻
祖
で
あ
り
浄
土
宗
の
開
祖
で
あ
る
法
然
が
あ
ら
は
れ
て
念
仏
往
生
を

勧
め
て
ゐ
る
︒
法
然
と
重
衡
の
関
連
は
他
に
傍
証
な
く
客
観
的
史
実
で
あ

る
か
ど
う
か
す
こ
ぶ
る
疑
は
し
い
が
︑
何
れ
に
し
て
も
こ
の
一
節
は
﹁
平

家
﹂
に
法
然
の
専
修
念
仏
教
の
思
想
が
加
は
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
立
証
す
る
︒

家
永
の
﹃
平
家
物
語
﹄
に
対
す
る
興
味
は
︑
次
の
よ
う
な
認
識
に
由
来
し
て
い

る㉚

︒
保
元
・
平
治
及
び
治
承
以
来
の
戦
乱
に
よ
つ
て
︵
中
略
︶
人
間
の
無
力
と

そ
の
罪
業
の
深
さ
と
が
あ
ら
ゆ
る
人
々
の
胸
に
痛
切
に
き
ざ
み
こ
ま
れ
た
︒

旧
仏
教
の
哲
学
や
儀
礼
は
︑
か
か
る
苦
悩
に
対
し
て
何
等
の
救
ひ
を
齎
す

こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
︒
こ
れ
を
克
服
し
得
る
福
音
は
唯
前
代
に
於
い
て

漸
く
真
剣
に
受
け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
つ
た
浄
土
信
仰
の
外
に
は
あ
り
得
な

い
︒
こ
こ
に
ま
づ
浄
土
教
が
新
仏
教
の
先
駆
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る

が
︑
そ
の
浄
土
教
も
︑
今
迄
の
貴
族
的
・
遊
戯
的
な
色
彩
を
洗
ひ
落
し
た
︑

新
し
い
形
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
︒
法
然
の
専
修
念
仏
の
教

は
実
に
か
か
る
要
望
に
応
じ
て
生
れ
出
た
の
で
あ
る
︒

確
か
に
︑
同
時
代
的
に
展
開
し
た
石
母
田
史
学
と
気
脈
が
通
じ
て
い
よ
う
︒

昭
和
三
四
年
︵
一
九
五
九
︶︑
家
永
は
︑
当
時
の
平
安
・
中
世
仏
教
史
研
究

の
動
向
を
以
下
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る㉛

︒

家
永
は
ま
た
平
安
時
代
に
お
け
る
浄
土
信
仰
が
日
本
人
に
は
じ
め
て
否
定

﹃
平
家
物
語
﹄
法
然
義
論
争
の
前
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の
論
理
を
自
覚
せ
し
め
た
と
こ
ろ
に
大
き
な
歴
史
的
意
義
を
認
め
た
が
︑

井
上
光
貞
は
︑
法
然
に
い
た
る
ま
で
の
浄
土
教
の
発
達
史
を
全
般
的
に
き

わ
め
て
精
細
に
研
究
し
た
力
作
を
公
刊
し
た
︒
従
来
仏
教
史
の
研
究
は
︑

ほ
と
ん
ど
僧
侶
出
身
の
学
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
た
め
︑
護
教
的
意

識
に
と
ら
わ
れ
て
客
観
的
な
見
地
に
立
つ
こ
と
が
で
き
ず
︑
他
方
︑
歴
史

家
は
仏
教
の
社
会
的
側
面
を
論
ず
る
に
と
ど
ま
り
︑
思
想
の
内
面
に
ま
で

立
ち
入
ら
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
が
︑
井
上
の
研
究
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

仏
教
思
想
を
︑
純
客
観
的
に
︑
か
つ
歴
史
的
条
件
の
中
で
認
識
す
る
企
て

が
実
を
結
ん
だ
の
だ
っ
た
︒
鎌
倉
新
仏
教
は
︑
仏
教
思
想
と
し
て
ば
か
り

で
な
く
︑
日
本
思
想
史
上
最
も
価
値
高
い
文
化
遺
産
と
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
が
︑
こ
れ
に
つ
い
て
も
︑
長
い
あ
い
だ
︑
宗
門
的
立
場
か
ら
の
研
究

や
︑
歴
史
的
認
識
を
欠
い
た
哲
学
的
考
察
の
ほ
か
︑
思
想
史
的
な
研
究
に

と
ぼ
し
か
っ
た
︒

浄
土
教
中
心
史
観
が
提
唱
さ
れ
る
以
前
の
仏
教
史
学
研
究
に
﹁
護
教
的
意
識
﹂

に
よ
る
限
界
が
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
は
あ
る
が
︑
そ
の

一
方
で
︑
こ
の
論
説
か
ら
は
︑
当
時
の
研
究
状
況
に
お
い
て
浄
土
教
中
心
史
観

が
い
か
に
支
配
的
位
置
に
あ
っ
た
か
が
よ
く
読
み
取
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は

国
文
学
研
究
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
ま
さ
に
こ
の
年
︑
福
井

﹁
文
学
﹂
論
文
︵
昭
三
四
︶
が
公
刊
さ
れ
︑
法
然
義
論
争
が
始
ま
っ
た
の
で
あ

っ
た
︒

四

国
文
学
研
究
と
歴
史
学
研
究
の
協
同

最
後
に
︑
こ
の
当
時
の
国
文
学
研
究
と
歴
史
学
研
究
の
協
同
に
つ
い
て
確
認

し
て
お
こ
う
︒

昭
和
三
〇
年
︵
一
九
五
五
︶︑
永
積
安
明
は
﹁
一
九
五
一
年
の
政
治
的
・
経

済
的
な
あ
ら
わ
れ
︑
対
米
条
約
に
対
す
る
国
民
的
な
抵
抗
の
劃
期
的
な
た
か
ま

り
が
文
学
へ
お
よ
ぼ
し
た
力
の
意
味
﹂
に
つ
い
て
回
顧
し
て
い
る㉜

︒
自
身
も
︑

歴
史
社
会
学
派
の
中
心
的
研
究
者
と
し
て
そ
の
直
中
に
あ
っ
た
国
民
文
学
運
動

の
顛
末
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
国
民
文
学
運
動
は
︑﹁
文
学
﹂
昭
和
二
六
年
︵
一

九
五
一
︶
九
月
号
特
集
﹁
日
本
文
学
に
お
け
る
民
族
の
問
題
﹂
を
発
端
と
す
る

も
の
で
︑
同
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
・
日
米
安
全
保
障
条
約
を
日

本
民
族
独
立
の
危
機
︑
実
質
的
な
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
化
と
捉
え
る
認
識
の
下
︑

文
壇
・
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
み
な
ら
ず
︑
そ
の
埒
外
に
あ
っ
た
多
く
の
人
々
を
も

巻
き
込
み
な
が
ら
展
開
し
た㉝

︒
永
積
は
そ
の
運
動
に
一
定
の
意
義
を
認
め
つ
つ

も
︑﹁
五
一
年
前
後
の
政
治
的
情
勢
の
な
か
で
お
し
す
す
め
ら
れ
︑
や
や
も
す

れ
ば
︑
文
学
の
方
法
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
い
き
な
り
民
族
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
と
い
っ
た
形
で
強
く
お
し
だ
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
を
も
︑
無
視
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
批
判
的
に
総
括
し
て
い
る
︒
国
民
文
学
運
動
は
︑
歴
史

学
研
究
の
立
場
か
ら
展
開
さ
れ
た
国
民
的
歴
史
学
運
動
と
協
同
し
た
が
︑
そ
の

理
論
的
指
導
者
こ
そ
石
母
田
正
で
あ
っ
た
︒
両
運
動
体
の
﹃
平
家
物
語
﹄
観
に
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語
﹄
法
然
義
論
争
の
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つ
い
て
は
︑
国
民
文
学
運
動
を
対
象
と
す
る
評
言
で
は
あ
る
が
︑
大
津
雄
一
の

﹁
戦
後
の
危
機
の
中
で
︑
彼
等
も
︑
こ
の
国
家
と
民
族
の
誇
り
の
た
め
に
国
民

的
叙
事
詩
を
必
要
と
し
︑﹃
平
家
物
語
﹄
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
﹂
と
の
指
摘

に
尽
き
て
い
よ
う
︒

そ
れ
で
は
︑
国
民
文
学
運
動
と
国
民
的
歴
史
学
運
動
︑
協
同
す
る
両
者
の
関

係
性
が
対
等
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
︒
永
積
は
戦
後
の
歴
史
社

会
学
派
を
振
り
返
っ
て
︑﹁
そ
の
当
初
に
お
い
て
歴
史
学
へ
お
っ
か
ぶ
さ
っ
て

し
ま
っ
た
﹂
面
が
否
め
ず
︑﹁
歴
史
家
の
ほ
う
か
ら
︑
文
学
に
固
有
の
世
界
と

独
自
の
法
則
性
を
把
握
せ
よ
と
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
︑
つ
き
す
す
ん
で
し

ま
っ
た
﹂
と
率
直
に
反
省
し
て
い
る
︒﹃
平
家
物
語
﹄
に
対
す
る
評
価
の
見
直

し
に
つ
い
て
は
︑﹁
す
べ
て
︑
古
典
文
学
研
究
者
の
う
け
身
の
形
で
︑
歴
史
学

の
主
導
に
よ
っ
て
う
ち
立
て
ら
れ
た
﹂
と
ま
で
述
べ
て
い
る
︒
同
年
︑
広
末
保

も
︑
歴
史
社
会
学
派
の
限
界
が
意
識
さ
れ
る
に
つ
れ
︑﹁
歴
史
学
の
新
し
い
成

果
を
と
り
こ
み
︑
そ
れ
だ
け
を
手
が
か
り
に
し
て
文
学
史
を
書
き
直
す
と
い
う

新
し
い
歴
史
社
会
学
派
に
な
る
一
方
︑
文
学
運
動
と
し
て
は
︑
進
歩
主
義
や
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
若
干
精
神
主
義
的
に
主
張
す
る
と
い
う
形
に
分
裂
し
は
じ
め

た
﹂
と
評
し
て
い
る㉞

︒
ま
た
︑
後
年
︵
昭
和
四
一
年
︶︑
益
田
勝
実
は
︑
広
末

の
言
を
引
き
つ
つ
︑
歴
史
社
会
学
派
に
つ
い
て
﹁
社
会
構
成
史
の
成
果
に
寄
り

か
か
り
つ
つ
︑
作
品
の
世
界
の
中
に
時
代
社
会
の
基
本
的
矛
盾
を
背
負
つ
た
生

活
現
実
を
見
出
す
こ
と
で
︑
作
品
を
再
評
価
し
て
い
く
︑︿
史
学
待
ち
﹀
の
欠

陥
﹂
が
あ
っ
た
た
め
︑
﹁
歴
史
社
会
的
研
究
を
︿
歴
史
に
よ
る
解
釈
﹀
と
見
た

り
︑︿
研
究
﹀
で
な
く
て
︿
評
論
﹀
で
あ
る
と
き
め
つ
け
る
人
々
が
出
て
き
た
﹂

と
回
顧
し
て
い
る㉟

︒
当
時
の
国
文
学
研
究
歴
史
社
会
学
派
に
は
︑
歴
史
学
研
究

に
い
わ
ば
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
一
面
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

マ
ル
ク
ス
主
義
史
観
に
よ
る
歴
史
学
研
究
を
牽
引
し
た
石
母
田
正
︑
浄
土
教

中
心
史
観
の
礎
を
築
い
た
家
永
三
郎
と
︑
戦
後
︑
次
々
と
歴
史
学
側
か
ら
﹃
平

家
物
語
﹄
に
対
す
る
﹁
新
し
い
﹂
評
価
が
提
示
さ
れ
た
︒
国
文
学
歴
史
社
会
学

派
に
お
い
て
は
︑
小
林
秀
雄
の
言
説
を
重
視
す
る
一
部
の
研
究
者
を
除
き
︑
そ

う
し
た
﹁
新
し
い
﹂
評
価
を
継
承
し
︑
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
法
然
浄
土
教

の
重
要
性
を
自
明
の
も
の
と
し
て
論
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒

国
民
文
学
運
動
・
国
民
的
歴
史
学
運
動
は
︑
昭
和
三
〇
年
︵
一
九
五
五
︶
以

降
︑
急
速
に
終
息
し
た
︒
五
五
年
体
制
下
︑
冷
戦
構
造
を
前
提
に
六
〇
年
安
保

に
向
け
て
日
米
同
盟
関
係
が
推
進
さ
れ
︑
政
治
の
関
心
が
経
済
成
長
に
向
け
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
︑
そ
の
背
景
に
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
両
運
動

が
副
産
物
と
し
て
残
し
た
大
衆
的
な
文
化
へ
の
影
響
は
︑
六
〇
年
代
か
ら
の
高

度
経
済
成
長
に
よ
る
経
済
発
展
︑
テ
レ
ビ
等
の
メ
デ
ィ
ア
の
充
実
と
も
相
ま
っ

て
︑
む
し
ろ
増
大
し
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
再
び
永
積
の
評
言
を
参
照

し
て
お
こ
う
︒

﹃
平
家
物
語
﹄
法
然
義
論
争
の
前
提

四
〇



︵
稿
者
注
︑
両
運
動
の
影
響
に
よ
る
︶
一
般
的
な
気
運
は
︑
ま
た
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
が
敏
感
に
と
ら
え
た
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
︒︵
中
略
︶
五
一
年

の
い
わ
ゆ
る
﹁
源
氏
ば
や
り
﹂︑
そ
れ
と
な
ら
ん
で
﹃
新
平
家
物
語
﹄
の

圧
倒
的
な
売
れ
ゆ
き
︑
さ
ら
に
﹁
弁
慶
﹂﹁
義
経
﹂
な
ど
の
古
典
に
材
料

を
え
た
大
衆
文
学
の
続
出
︑︵
中
略
︶
古
典
を
材
料
に
し
た
大
衆
小
説
や

大
衆
的
な
演
劇
の
流
行
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
一
面
で
は
︑
よ
う
や
く
仮
面

を
は
ず
し
て
表
面
に
出
て
来
た
復
古
的
傾
向
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
い
う

面
を
無
視
で
き
な
い
と
お
も
う

ま
た
︑
歴
史
社
会
学
派
的﹅

な﹅

﹃
平
家
物
語
﹄
叙
事
詩
論
が
︑
今
も
な
お
︑
命

脈
を
保
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
大
津

雄
一
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る㊱

︒

﹃
平
家
物
語
﹄
は
︑
叙
事
詩
で
は
な
い
︒
自
明
の
こ
と
で
あ
る
︒
け
れ
ど

も
︑﹃
平
家
物
語
﹄
を
叙
事
詩
あ
る
い
は
叙
事
詩
的
作
品
と
規
定
し
て
︑

そ
の
本
質
を
盛
ん
に
論
じ
て
い
た
時
期
が
最
近
ま
で
あ
っ
た
︒
い
や
︑
教

科
書
の
指
導
書
や
実
践
報
告
を
読
む
限
り
︑
学
校
教
育
で
は
︑
歴
史
社
会

学
派
の
遺
産
が
守
ら
れ
︑
今
も
﹃
平
家
物
語
﹄
は
︑
古
代
か
ら
中
世
へ
の

変
革
期
の
典
型
的
な
人
間
像
を
生
き
生
き
と
描
き
出
し
た
国
民
的
叙
事
詩

で
あ
り
続
け
て
い
る
︒

﹃
平
家
物
語
﹄
研
究
を
志
す
学
生
の
中
に
は
︑
高
等
学
校
ま
で
に
﹃
平
家
物
語
﹄

的
世
界
に
関
係
す
る
大
衆
文
化
に
触
れ
た
り
︑
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た

﹃
平
家
物
語
﹄
に
出
会
っ
た
り
と
い
っ
た
契
機
を
語
る
者
が
多
い
︒
稿
者
自
身

も
そ
の
一
人
で
あ
る
︒
運
動
は
半
世
紀
以
上
前
に
終
息
し
︑
歴
史
学
研
究
に
お

け
る
石
母
田
史
学
も
浄
土
教
中
心
史
観
も
総
括
さ
れ
︑
一
定
の
役
割
を
終
え
て

い
る
︒
国
文
学
研
究
に
お
け
る
︑
厳
密
な
意
味
で
の
歴
史
社
会
学
的
方
法
論
も

し
か
り
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
人
々
が
﹃
平
家
物
語
﹄
あ
る
い
は
﹃
平

家
物
語
﹄
的
世
界
に
出
会
う
際
に
植
え
付
け
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
︑
い
ま
だ
に

国
民
文
学
運
動
の
残
影
に
覆
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

冒
頭
に
お
い
て
︑﹁
法
然
義
﹂
論
争
当
時
の
研
究
者
が
﹁
依
り
か
か
っ
﹂
て

い
た
﹁
今
日
的
な
思
想
や
教
義
の
視
座
﹂
と
は
何
で
あ
っ
た
か
︑
と
い
う
問
題

提
起
を
し
て
お
い
た
︒
こ
の
問
題
は
﹁
当
時
の
研
究
者
﹂
の
み
な
ら
ず
︑
現
在

の
研
究
者
に
対
し
て
も
当
て
は
ま
る
面
が
あ
ろ
う
︒
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る

法
然
浄
土
教
の
あ
り
方
を
考
え
る
際
︑
私
た
ち
は
い
ま
だ
に
︑
︿
常
識
﹀
的
理

解
と
し
て
︑
石
母
田
史
学
や
浄
土
教
中
心
史
観
と
い
っ
た
﹁
物
差
し
﹂
に
頼
っ

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
︒
殊
に
こ
の
課
題
に
関
し
て
い
え
ば
︑
昭
和
五
〇
年

︵
一
九
七
五
︶︑
黒
田
俊
雄
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
顕
密
体
制
論
を
踏
ま
え
た
議

論
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
は
な
い
︒
法
然
義
論
争
が
前
提
と
し
た
︿
常
識
﹀
に
よ
る

呪
縛
を
解
き
︑
﹃
平
家
物
語
﹄
に
お
け
る
重
衡
受
戒
場
面
に
つ
い
て
考
え
直
す

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
そ
の
た
め
に
は
︑︿
史
学
待
ち
﹀
の
陥
穽
に
嵌

ま
ら
な
い
よ
う
留
意
し
つ
つ
︑
ま
ず
は
顕
密
体
制
論
の
成
果
を
援
用
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
ろ
う
︒
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒

﹃
平
家
物
語
﹄
法
然
義
論
争
の
前
提

四
一



注①

福
井
康
順
﹁
平
家
物
語
の
仏
教
史
的
性
格

︱
行
長
作
者
説
を
疑
う

︱
﹂︵﹁
文

学
﹂
二
七
︱
一
二

一
九
五
九
︱
二
︶

②

関
口
忠
男
の
整
理
に
よ
っ
て
︑
法
然
義
論
争
に
関
係
す
る
主
な
論
文
を
以
下
に
示

す
︒

＊
福
井
続
論

﹁
平
家
物
語
の
仏
教
史
的
考
察
﹂︵﹁
仏
教
史
学
﹂
八
︱
四

一
九
六
〇
︱
七
︶﹁
平

家
物
語
の
仏
教
史
的
研
究
﹂︵﹁
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
﹂
八

一

九
六
二
︱
一
二
︶・﹁
平
家
物
語
の
原
作
者
に
つ
い
て
の
疑
問

︱
行
長
説
の
再
検

討

︱
﹂︵﹁
文
学
﹂
三
一
︱
八

一
九
六
三
︱
八
︶・﹁
平
家
物
語
﹃
灌
頂
巻
﹄
の

仏
教
史
的
性
格
﹂︵﹃
干
潟
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
﹄
干
潟
博
士
古
稀
記
念
会

一

九
六
四
︶・﹁
平
家
物
語
の
仏
教
史
的
解
釈
﹂︵﹃
結
城
教
授
頌
寿
記
念

仏
教
思
想

史
論
集
﹄
大
蔵
出
版

一
九
六
四
︶・﹁
平
家
物
語
の
仏
教
思
想

︱
特
に
法
然
義

に
つ
い
て

︱
﹂︵﹃
佐
々
木
八
郎
博
士
古
稀
記
念
論
文
集

軍
記
物
と
そ
の
周

辺
﹄
早
稲
田
大
学
出
版
部

一
九
六
九
︶

＊
国
文
学
側
か
ら
の
反
応

⑴

石
田
吉
貞
﹁
平
家
物
語
と
新
古
今
集

︱
行
長
作
者
説
の
検
討

︱
﹂︵﹁
文

学
﹂
三
〇
︱
八

一
九
六
二
︱
八
︶

⑵

渡
辺
貞
麿
﹁
平
家
物
語
に
あ
ら
わ
れ
た
浄
土
教
﹂︵﹁
仏
教
史
学
﹂
一
〇
︱
二

一
九
六
二
︱
七
︶・﹁
平
家
物
語
に
お
け
る
源
空
の
説
法
﹂︵﹁
大
谷
学
報
﹂
四
八

︱
二

一
九
六
八
︱
一
〇
︶

⑶

小
林
智
昭
﹁
仏
教
文
学
研
究
の
課
題

︱
法
然
義
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂︵﹁
国
語
と
国
文
学
﹂
四
〇
︱
八

一
九
六
三
︱
八
︶・﹁
平
家
物
語
と
仏

教
﹂︵﹁
文
学
﹂
三
二
︱
九

一
九
六
四
︱
九
︶・
瓜
生
等
勝
﹁﹁
平
家
物
語
﹂
潅

頂
巻
の
仏
教
史
的
考
察

︱
﹁
九
帖
の
御
書
﹂﹁
善
導
和
尚
の
御
影
﹂
に
つ
い

て

︱
﹂︵﹁
国
語
と
国
文
学
﹂
四
三
︱
五

一
九
六
六
︱
五
︶

⑷

信
太
周
﹁
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
に
つ
い
て

︱
平
家
物
語
説
話
の
仏
教

史
的
考
察

︱
﹂︵
﹁
軍
記
と
語
り
物
﹂
一

一
九
六
四
︱
二
︶・
山
下
宏
明

﹁
平
家
物
語
の
仏
教
史
的
考
察
﹂︵
﹁
文
学
﹂
三
二
︱
二

一
九
六
四
︱
二
︶

国
文
学
側
の
姿
勢
に
つ
い
て
︑
関
口
は
︑﹁
⑴
⑵
⑷
は
︑
明
ら
か
に
福
井
説
に
対
す

る
反
論
な
い
し
批
判
で
あ
る
が
︑
⑶
は
︑
法
然
義
理
解
の
上
で
は
︵
中
略
︶
福
井
説

に
対
す
る
援
論
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
﹂
と
ま
と
め
て
い
る
︒
同
氏
﹁
日
本
文

学
批
評
史
の
な
か
の
﹃
平
家
物
語
﹄

︱
思
想
的
側
面
か
ら
の
考
察
を
通
し
て

︱
﹂︵
軍
記
文
学
研
究
叢
書
�
﹃
平
家
物
語

批
評
と
文
化
史
﹄
汲
古
書
院

一

九
九
八
︶
参
照
︒
以
下
︑
同
氏
の
引
用
は
当
論
文
に
よ
る
︒

③

武
久
堅
﹁
解
説

︱
作
者
・
成
立
事
情
論
﹂
︵
日
本
文
学
研
究
大
成
﹃
平
家
物
語

Ⅰ
﹄
国
書
刊
行
会

一
九
九
〇
︶

④

福
井
康
順
﹁
法
然
上
人
雑
考

︱
問
題
の
所
在
と
私
釈

︱
﹂︵
﹃
日
本
文
化
と
浄

土
教
論
考
﹄
井
川
博
士
喜
寿
記
念
会
出
版
部

一
九
七
四
︶

⑤

村
上
學
﹁﹁
法
然
義
﹂
回
顧
﹂
︵﹃
仏
教
文
学
と
そ
の
周
辺
﹄
和
泉
書
院

一
九
九

八
︶

⑥

後
者
に
つ
い
て
は
︑
延
慶
本
古
態
説
の
提
起
以
降
︑﹃
平
家
物
語
﹄
諸
本
に
対
す

る
捉
え
方
が
転
換
し
た
以
上
︑
旧
来
の
覚
一
本
観
に
よ
る
法
然
義
論
争
の
議
論
も
見

直
さ
れ
る
べ
き
と
の
問
題
提
起
で
あ
る
︒
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
︑
本
稿
で
は
論
じ

る
準
備
が
な
い
︒
延
慶
本
古
態
説
の
代
表
的
な
成
果
に
つ
い
て
は
︑
水
原
一
﹃
延
慶

本
平
家
物
語
論
考
﹄︵
加
藤
中
道
館

一
九
七
九
︶
参
照
︒

⑦

拙
稿
﹁﹃
平
家
物
語
﹄
と
仏
教
と
を
巡
る
近
代
的
認
識

︱
明
治
後
期
に
お
け
る

文
学
史
的
言
説
を
基
軸
と
し
て

︱
﹂︵
﹁
佛
教
文
学
﹂
三
七

二
〇
一
三
︱
一
〇
︶︑

﹁﹃
平
家
物
語
﹄
と
法
然
浄
土
教
と
を
巡
る
近
代
的
認
識

︱
大
正
～
昭
和
戦
前
期
に

お
け
る
研
究
状
況
か
ら

︱
﹂
︵﹁
軍
記
と
語
り
物
﹂
四
九

二
〇
一
三
︱
三
︶

⑧

歴
史
社
会
学
派
の
初
期
的
展
開
に
つ
い
て
は
︑
大
津
雄
一
﹁
戦
時
下
の
﹃
平
家
物

語
﹄﹂︵﹃﹃
平
家
物
語
﹄
の
再
誕

︱
作
ら
れ
た
国
民
叙
事
詩
﹄
二
〇
一
三

Ｎ
Ｈ
Ｋ

﹃
平
家
物
語
﹄
法
然
義
論
争
の
前
提

四
二



ブ
ッ
ク
ス
︶
参
照
︒

⑨

小
林
智
昭
﹁
平
家
物
語

︱
仏
教
思
想
の
性
格
﹂︵﹃
中
世
文
学
の
思
想
﹄
至
文
堂

一
九
六
四

初
出
一
九
五
三
︶

⑩

小
林
智
昭
の
研
究
の
特
質
に
つ
い
て
は
︑
山
田
昭
全
﹁
小
林
智
昭
氏
の
仕
事

︱

﹃
無
常
感
の
文
学
﹄
か
ら
﹃
法
語
文
学
の
世
界
﹄
ま
で

︱
﹂︵﹁
日
本
文
学
﹂
二
四

︱
一
〇

一
九
七
五
︱
一
〇
︶
参
照
︒

⑪

今
成
元
昭
﹁
平
家
物
語
と
仏
教
﹂︵﹃
諸
説
一
覧

平
家
物
語
﹄
明
治
書
院

一
九

七
〇
︶
参
照
︒
以
下
︑
今
成
の
論
説
の
引
用
は
こ
れ
に
基
づ
く
︒
な
お
︑
今
成
は
小

林
秀
雄
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
︒

⑫

井
出
恒
雄
﹁
平
家
物
語
と
仏
教
﹂︵﹃
平
家
物
語
講
座
﹄
第
一
巻

創
元
社

一
九

五
七
︶

⑬

井
出
恒
雄
﹁
平
家
物
語
と
仏
教
思
想
﹂︵﹃
平
家
物
語
論
﹄
世
界
書
院

一
九
六

二
︶︒
井
手
の
論
説
は
稿
者
の
考
え
と
は
異
な
る
が
︑
福
井
説
の
い
う
専
修
念
仏
思

想
﹁
宣
揚
﹂
を
疑
問
視
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒

⑭

小
林
秀
雄
﹁
平
家
物
語
﹂︵﹃
無
常
と
い
ふ
事
﹄
創
元
社

一
九
四
六

初
出
一
九

四
二
︶

⑮

村
田
克
也
﹁
高
等
学
校
評
論
教
材
実
践
史
の
一
考
察

︱
小
林
秀
雄
﹁
平
家
物

語
﹂﹁
無
常
と
い
ふ
事
﹂
を
中
心
に

︱
﹂︵﹁
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
国
語
科
教

育
研
究

大
会
研
究
発
表
要
旨
集
﹂
一
〇
七

二
〇
〇
四
︱
十
︶

⑯

丸
山
真
男
﹁
近
代
日
本
の
思
想
と
文
学

︱
一
つ
の
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て

︱
﹂︵﹃
日
本
の
思
想
﹄
岩
波
新
書

一
九
六
一
︶
参
照
︒
ま
た
︑
八
木
公
生
は
小

林
の
﹁
マ
ル
ク
ス
体
験
﹂
を
﹁
生
涯
に
お
け
る
た
だ
一
度
の
︑
思
想
に
か
か
わ
る
根

本
的
経
験
﹂
と
評
す
る
︒﹁
知
識
人
と
し
て
の
あ
ぢ
け
な
さ

︱
マ
ル
ク
ス
体
験
を

手
が
か
り
と
し
て

︱
﹂︵﹁
季
刊
日
本
思
想
史
﹂
四
二

一
九
九
三
︱
一
〇
︶
参
照
︒

⑰

宮
部
峻
﹁﹁
宗
教
﹂
と
﹁
反
宗
教
﹂
の
近
代

︱
一
九
二
〇
︱
三
〇
年
代
に
お
け

る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
宗
教
批
判
と
真
宗
大
谷
派
教
団
の
応
答
﹂︵﹁
ソ
シ
オ
ロ
ゴ
ス
﹂

四
二

二
〇
一
八
︱
九
︶

⑱

﹃
無
常
と
い
ふ
事
﹄
の
表
題
作
﹁
無
常
と
い
ふ
事
﹂
に
つ
い
て
も
︑
仏
教
思
想
の

反
映
は
﹁
ニ
ュ
ア
ン
ス
﹂
に
と
ど
ま
り
︑﹁
本
質
的
な
意
味
で
仏
教
思
想
と
く
に
無

常
観
と
関
わ
り
の
あ
る
思
想
が
語
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
﹂
と
評
さ
れ
る
︒

綾
目
広
治
﹁
社
会
時
評
か
ら
古
典
論
へ

︱
﹁
無
常
と
い
ふ
事
﹂﹂︵﹃
小
林
秀
雄

︱
思
想
史
の
な
か
の
批
評
﹄
ア
ー
ツ
ア
ン
ド
ク
ラ
フ
ツ

二
〇
二
一
︶
参
照
︒
こ

う
し
た
態
度
は
小
林
の
仏
教
に
対
す
る
無
理
解
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
︑
マ
ル
ク
ス

主
義
的
な
︑
宗
教
と
の
距
離
の
取
り
方
の
反
映
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒

⑲

今
成
に
よ
る
当
該
部
の
引
用
は
︑
永
積
安
明
﹁
平
家
物
語
論
稿

︱
世
界
観
の
問

題
を
中
心
に

︱
﹂︵﹁
古
典
研
究
﹂
五
︱
三

一
九
四
〇
︱
二
︶
に
よ
る
も
の

⑳

今
成
に
よ
る
当
該
部
の
引
用
は
︑
永
積
安
明
﹃
平
家
物
語
﹄
二
六
二
頁
︵
誠
信
書

房

一
九
五
七
︶
に
よ
る
も
の

㉑

永
積
安
明
﹁
平
家
物
語
の
課
題
﹂︵
﹃
中
世
文
学
の
展
望
﹄
東
京
大
学
出
版
会

一

九
五
六

初
出
一
九
五
三
︶

㉒

村
田
昇
﹃
日
本
古
典
の
仏
教
的
精
神
﹄
︵
一
橋
書
房

一
九
五
八
︶

㉓

大
津
雄
一
﹁
敗
戦
後
の
﹃
平
家
物
語
﹄﹂
前
掲
註
⑧
著
書

㉔

﹁
石
母
田
史
学
と
は
何
か

︱
石
母
田
﹁
英
雄
時
代
論
﹂﹂
︵
原
秀
三
郎
述
・
磯
前

順
一
・
磯
前
礼
子
編
﹃
石
母
田
正
と
戦
後
マ
ル
ク
ス
主
義
史
学

︱
ア
ジ
ア
的
生
産

様
式
論
争
を
中
心
に
﹄
三
元
社

二
〇
一
九
︶

㉕

磯
前
順
一
﹁
内
在
化
す
る
﹁
ア
ジ
ア
﹂
と
い
う
眼
差
し

︱
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式

論
争
と
石
母
田
正
﹂
︵
前
掲
註
㉔
著
書
︶
参
照
︒

㉖

冨
島
義
幸
﹁
浄
土
教
と
密
教

︱
平
安
仏
教
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て

︱
﹂︵﹁
日
本

歴
史
﹂
七
二
八

二
〇
〇
九
︱
一
︶

㉗

黒
田
俊
雄
﹁
中
世
に
お
け
る
顕
密
体
制
の
展
開
﹂
︵﹃
日
本
中
世
の
国
家
と
宗
教
﹄

岩
波
書
店

一
九
七
五
︶

㉘

佐
藤
弘
夫
﹁
研
究
史

中
世
仏
教
研
究
と
顕
密
体
制
論
﹂︵
﹁
日
本
思
想
史
学
﹂
三

﹃
平
家
物
語
﹄
法
然
義
論
争
の
前
提

四
三



三

二
〇
〇
一
︶
に
丁
寧
な
整
理
が
あ
る
︒

㉙

家
永
三
郎
﹁
浄
土
教
芸
術
と
し
て
の
平
家
物
語
﹂︵﹁
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
﹂
一

六
︱
一
〇

一
九
五
一
︱
一
〇
︶

㉚

家
永
三
郎
﹁
中
世
の
宗
教

︱
特
に
鎌
倉
新
仏
教
に
つ
い
て

︱
﹂︵
新
日
本
歴

史
第
三
﹃
鎌
倉
室
町
時
代
﹄
福
村
書
店

一
九
五
三
︶

㉛

家
永
三
郎
﹁
思
想
史
︵
古
代

︱
室
町
時
代
︶﹂︵﹃
日
本
に
お
け
る
歴
史
学
の
発

達
と
現
状
﹄
東
京
大
学
出
版
会

一
九
五
九
︶

㉜

永
積
安
明
﹁
古
典
文
学
の
戦
後
十
年
﹂︵﹁
文
学
﹂
二
三
︱
八

一
九
五
五
︱
八
︶︒

以
下
の
永
積
の
引
用
は
す
べ
て
当
論
文
に
よ
る
︒

㉝

国
民
文
学
運
動
・
国
民
的
歴
史
学
運
動
に
つ
い
て
は
︑
佐
藤
泉
﹁
一
九
五
〇
年
代

国
民
文
学
論

︱
﹁
民
族
﹂
の
多
義
性

︱
﹂・
大
津
雄
一
﹁﹃
平
家
物
語
﹄
と
ロ
マ

ン
主
義
﹂︵
い
ず
れ
も
﹃
軍
記
と
語
り
物
﹄
四
三

二
〇
〇
七
︱
三
︶
参
照
︒

㉞

広
末
保
﹁
日
本
文
学
史
研
究
の
回
顧
と
展
望

︱
戦
後
を
中
心
と
し
て

︱
﹂

︵
日
本
文
学
協
会
編

日
本
文
学
講
座
第
一
巻
﹃
日
本
文
学
研
究
法
﹄
東
京
大
学
出

版
会

一
九
五
五
︶

㉟

益
田
勝
実
﹁
歴
史
社
会
学
的
研
究
﹂︵﹁
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
﹂
三
一
︱
一
〇

一
九
六
六
︱
八
︶

㊱

大
津
前
掲
註
㉝
論
文

﹃
平
家
物
語
﹄
法
然
義
論
争
の
前
提

四
四


