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は
じ
め
に

　

通
俗
的
な
意
味
で
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
一
般
的
な
意
味
で
、
古
都
奈

良
を
散
策
し
、
古
寺
を
巡
る
と
い
う
旅
は
、
日
本
的
な
も
の
の
源
を
訪
ね

る
営
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
代
に
お
い
て
知
的
な

営
為
と
し
て
成
立
し
、
文
学
的
な
言
説
と
し
て
も
形
成
さ
れ
る
「
古
寺
巡

礼
」
は
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
か
な
た
に
ギ
リ
シ
ャ
を
幻
視
し
た

り
、
む
し
ろ
、
獲
得
さ
れ
た
西
洋
的
な
知
性
に
支
え
ら
れ
て
い
る
面
が
多

分
に
あ
る
。
近
代
以
前
に
あ
っ
て
も
奈
良
は
巡
礼
の
地
で
あ
っ
た
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
そ
の
巡
礼
は
仏
教
信
仰
に
よ
る
拝
礼
が
何
よ

り
の
目
的
で
あ
っ
て
、
古
寺
の
持
つ
来
歴
や
伝
承
と
い
っ
た
縁
起
的
な
世

界
が
横
溢
し
て
い
た
。
両
者
に
は
か
な
り
大
き
な
断
絶
が
あ
る

1
。

　

と
は
言
え
、
場
合
に
よ
っ
て
は
両
者
が
交
じ
り
合
う
こ
と
も
あ
り
得

る
。
前
近
代
の
日
本
的
世
界
で
あ
る
東
と
、
西
洋
的
世
界
で
あ
る
西
と
が
、

正
し
い
意
味
で
弁デ

ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

証
法
的
な
関
係
と
な
る
か
は
覚
束
な
い
が
、
そ
れ
に
近

い
関
係
を
見
せ
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
あ
た
り
を
会
津

八
一
の
作
品
を
入
り
口
に
考
え
て
み
た
い
。
八
一
は
、
奈
良
を
詠
む
短
歌

を
通
し
て
、
近
代
に
お
け
る
大
和
古
寺
巡
礼
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た

存
在
で
あ
る
。

　
　
　

一
、
会
津
八
一
の
法
華
寺
十
一
面
観
音
の
歌

　

入
り
口
に
す
る
の
は
、
大
正
一
三
年
（
一
九
二
四
）
に
刊
行
さ
れ
た

八
一
最
初
の
歌
集
『
南
京
新
唱
』
に
収
め
ら
れ
た
法
華
寺
十
一
面
観
音
を

詠
ん
だ
作
品
で
あ
る

2
。

　
　

法
華
寺
本
尊
十
一
面
観
音

ふ
ぢ
は
ら　

の　

お
ほ
き　

き
さ
き　

を　

う
つ
し
み　

に　

あ
ひ
み
る

ご
と
く　

あ
か
き　

く
ち
び
る

こ
の
観
音
像
は
平
安
時
代
初
期
の
貞
観
期
を
代
表
す
る
木
像
で
あ
る
。
官

能
的
な
作
風
と
し
て
知
ら
れ
、
胸
の
あ
た
り
に
女
体
的
な
盛
り
上
が
り
が

造
形
さ
れ
、
榧
材
の
一
木
の
素
木
で
あ
る
が
、
わ
ず
か
に
一
部
に
彩
色
の

痕
跡
を
残
し
、
唇
の
部
分
に
は
か
す
か
に
朱
が
残
っ
て
い
る

3
。「
ふ
ぢ

は
ら
の
お
ほ
き
き
さ
き
」
は
、
聖
武
天
皇
の
妃
で
あ
る
藤
原
不
比
人
女
の

光
明
皇
后
で
あ
る
。
こ
の
像
は
、
印
度
の
或
国
の
王
が
、
生
身
の
観
音
を

見
た
け
れ
ば
皇
后
を
見
よ
と
い
う
夢
を
得
て
、
そ
の
命
で
来
日
し
た
彼
の

国
の
仏
師
で
あ
る
問
答
師
に
よ
り
、
皇
后
の
姿
を
写
し
て
彫
ら
れ
た
と
い

う
伝
承
が
あ
り
、
八
一
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
詠
ん
で
い
る
。「
う
つ
し
み
」

の
女
人
と
し
て
の
肉
感
を
「
あ
か
き
く
ち
び
る
」
に
収
斂
さ
せ
て
表
現
し

会
津
八
一
ノ
ー
ト
─
近
代
古
寺
巡
礼
の
東
と
西
─
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尾
誠
一
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て
い
る
。

　

こ
の
歌
の
後
に
「
法
華
寺
温
室
懐
古
」
と
し
て
、

し
し
む
ら　

は　

ほ
ね　

も　

あ
ら
は
に　

と
ろ
ろ
ぎ
て　

な
が
る
る　

う
み　

を　

す
ひ　

に　

け
ら
し　

も

か
ら
ふ
ろ　

の　

ゆ
げ　

た
ち　

ま
よ
ふ　

ゆ
か　

の　

う
へ　

に　

う
み　

に　

あ
き
た
る　

あ
か
き　

く
ち
び
る

か
ら
ふ
ろ　

の　

ゆ
げ　

の　

お
ぼ
ろ　

に　

し
し
む
ら　

を　

ひ
と　

に　

す
は
せ
し　

ほ
と
け　

あ
や
し　

も

の
三
首
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
光
明
皇
后
が
蒸
風
呂
を
建
て
、

千
人
の
病
者
の
垢
を
擦
る
と
誓
願
し
た
が
、
千
人
目
に
癩
者
が
現
れ
、
膿

を
唇
で
吸
う
こ
と
を
求
め
、
皇
后
が
応
じ
る
と
癩
者
は
阿
閦
如
来
に
変
じ

た
と
い
う
伝
説
に
基
づ
く
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
連
の
関
係
性
を
持

ち
、
特
に
「
あ
か
き
く
ち
び
る
」
の
表
現
は
、
こ
こ
の
二
首
目
の
歌
と
密

接
に
繋
が
ろ
う
。

　

見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
四
首
の
法
華
寺
の
歌
は
縁
起
的
世
界
に
そ
の

ま
ま
連
な
る
よ
う
な
作
品
世
界
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
八
一
も
昭
和
二
八

年
（
一
九
五
三
）
の
『
自
註
鹿
鳴
集
』
に
お
い
て
、
十
一
面
観
音
に
つ
い

て
は
『
興
福
寺
流
記
』『
興
福
寺
濫
觴
記
』、
施
浴
に
つ
い
て
は
『
南
都
巡

礼
記
』『
元
亨
釈
書
』
な
ど
の
縁
起
書
に
拠
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
自
註
に
お
い
て
は
、

こ
こ
に
録
し
た
る
四
首
の
歌
は
、
こ
の
像
を
天
平
盛
期
の
製
作
と
し
、
こ

と
に
こ
の
皇
后
の
在
世
の
日
に
来
朝
し
た
る
異
国
芸
術
家
の
手
に
成
り
し

写
生
像
な
り
と
し
て
、
専
門
家
の
間
に
も
信
ぜ
ら
れ
た
る
明
治
時
代
に
、

こ
れ
ら
の
甘
美
な
る
伝
説
に
陶
酔
し
て
、
若
き
日
の
作
者
が
詠
じ
た
る
も

の
な
り
。

と
述
べ
、
最
初
の
本
尊
は
丈
六
の
如
来
で
あ
り
、
こ
の
観
音
も
貞
観
仏
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
若
書
き
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
八
一
の
美

術
史
家
と
し
て
の
矜
持
に
関
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
昭
和
一
七
年

（
一
九
四
二
）
の
『
渾
斎
随
筆
』
に
お
い
て
も
、二
題
で
採
り
あ
げ
て
い
る
。

　
「
衣
掛
柳
」
で
は
、
自
詠
に
も
「
歴
史
学
の
目
か
ら
許
し
か
ね
る
や
う

な
、
い
は
ば
は
し
た
無
い
伝
説
を
主
材
と
し
た
も
の
が
少
な
く
な
い
」
と

し
て
、
光
明
皇
后
に
ま
つ
わ
る
モ
デ
ル
と
施
浴
の
二
つ
の
伝
承
に
つ
い
て

述
べ
る
。
モ
デ
ル
説
に
つ
い
て
は
、
像
の
印
象
、
特
に
唇
の
感
覚
に
戦
い

て
「
中
世
以
後
の
い
に
し
へ
人
」
が
作
り
上
げ
た
の
だ
ろ
う
と
し
、
施
浴

も
観
音
の
赤
い
唇
か
ら
、「
ひ
た
む
き
」
に
寺
伝
の
伝
説
と
結
び
つ
け
た

と
す
る
。
そ
し
て
、

し
か
し
、
こ
の
話
の
中
に
は
、
誰
に
し
て
も
、
一
度
聞
い
て
か
ら
、
い
つ

ま
で
も
身
に
沁
み
て
応
へ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
。
も
し
そ
れ
が

あ
る
と
す
る
と
、
あ
ら
は
に
信
じ
ら
れ
ぬ
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
や
は
り
、

ひ
そ
か
に
信
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。

と
、
作
品
へ
の
愛
着
の
念
も
込
め
て
述
べ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
そ
の
次
に
配
さ
れ
る
「
歌
材
の
仏
像
」
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
観
心
寺
如
意
輪
観
音
・
室
生
寺
如
意
輪
観
音
を
詠
ん
だ
歌
と
合
わ
せ

て
、「
会
津
の
エ
ロ
」

4
と
す
る
評
を
あ
げ
、
実
は
こ
れ
は
貞
観
密
教
仏
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の
持
つ
、
官
能
性
を
際
立
た
せ
る
作
風
に
由
来
す
る
こ
と
を
述
べ
る
。
歌

材
と
な
っ
た
仏
像
の
美
術
史
上
の
様
式
が
、
し
か
る
べ
く
詠
ま
し
め
た
の

だ
と
し
て
い
る
。

　

八
一
の
内
部
に
お
い
て
、
法
華
寺
の
十
一
面
観
音
の
歌
と
、
施
浴
を
め

ぐ
る
歌
と
は
、
単
純
で
は
な
い
思
い
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

あ
た
り
を
八
一
の
個
人
史
に
即
し
て
追
い
か
け
る
材
料
は
持
ち
合
わ
さ

な
い
し
、
本
稿
の
主
旨
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
、
近
代
以
前
の

縁
起
的
世
界
に
基
づ
く
古
寺
巡
礼
の
あ
り
方
と
、
近
代
に
お
け
る
美
術
史

学
を
中
心
と
し
た
西
洋
的
な
知
的
認
識
に
基
づ
く
古
寺
巡
礼
の
あ
り
方

と
が
交
錯
し
て
い
る
所
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　

二
、
和
辻
哲
郎
そ
の
他

　

大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
に
刊
行
さ
れ
た
和
辻
哲
郎
の
『
古
寺
巡

礼
』

5
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
八
一
以
上
に
近
代
古
寺
巡
礼
に
影
響
を
与

え
た
書
で
あ
る
が
、
す
で
に
幾
度
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
華
寺
の

十
一
面
観
音
に
つ
い
て
は
、
八
一
と
驚
く
ほ
ど
に
同
様
な
対
し
方
を
し
て

い
る
。
和
辻
は
「
ま
づ
そ
の
光
つ
た
眼
と
朱
の
唇
と
が
わ
れ
わ
れ
に
飛
び

つ
い
て
来
る
」
と
し
た
上
で
、

胸
に
も
り
上
つ
た
女
ら
し
い
乳
房
。
胴
体
の
豊
満
な
肉
づ
け
。
そ
の
柔
ら

か
さ
、
し
な
や
か
さ
。
更
に
ま
た
奇
妙
に
長
い
右
腕
の
円
さ
と
、
腕
の
先

の
腕
環
を
は
め
た
あ
た
り
か
ら
天
衣
を
つ
ま
ん
だ
ふ
く
よ
か
な
指
に
移
つ

て
行
く
間
の
特
殊
な
ふ
く
ら
み
と
、 

─
こ
れ
ら
総
て
の
も
の
が
一
種
隠
微

な
蠱
惑
力
を
以
て
我
々
に
迫
つ
て
来
る
や
う
に
感
ず
る
。

と
し
て
、
観
心
寺
如
意
輪
観
音
を
は
じ
め
と
す
る
貞
観
時
代
の
密
教
仏
の

女
体
の
美
に
も
仏
性
を
認
め
る
官
能
性
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
一
方
で
、

こ
の
像
が
天
平
仏
で
あ
る
と
す
る
説
の
根
強
さ
に
触
れ
て
、
光
明
皇
后
モ

デ
ル
説
に
筆
は
至
っ
て
い
る
。

　

和
辻
も
『
興
福
寺
濫
觴
記
』
の
資
料
的
価
値
を
疑
い
、
伝
説
自
体
が
事

実
で
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
な
ぜ
そ
う
し
た
伝
説
が
生
じ
た
か
の
所
以
を

論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
亡
き
母
の
供
養
に
建
立
し
た
興
福
寺
西
金
堂

の
仏
像
の
作
者
で
あ
る
問
答
師
と
い
う
芸
術
家
が
、
現
場
を
視
察
に
来
た

光
明
皇
后
の
姿
を
見
て
、
創
作
欲
を
刺
戟
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
「
あ
り

得
た
」
の
で
は
な
い
か
と
い
う
想
像
に
至
っ
て
い
る
。
更
に
そ
こ
で
作
ら

れ
た
像
が
安
置
さ
れ
、
例
え
ば
、
皇
后
の
一
周
忌
に
当
た
り
、
こ
の
像
が

法
華
寺
に
移
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
得
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
法
華
寺
で
平
安

時
代
に
な
っ
て
十
一
面
観
音
が
作
ら
れ
た
時
に
、
そ
の
像
に
似
せ
て
作
ら

せ
る
こ
と
も
あ
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
を
馳
せ
て
い
る
。

　

か
な
り
に
浪
漫
的
な
想
像
力
の
飛
翔
が
見
ら
れ
る
和
辻
の
見

解
だ
が
、
厳
密
な
様
式
史
を
指
向
す
る
日
本
美
術
史
学
者
で
あ

る
町
田
甲
一
が
、
そ
れ
に
与
す
る
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い

る
6

の
も
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、『
阿
弥
陀
悔
過
料
資
材
帳
』
に
は
、

旧
法
華
寺
に
あ
た
る
東
大
寺
阿
弥
陀
堂
に
「
白
檀
観
音
像
一
体

高
一
尺

」
が

あ
っ
た
と
記
す
。
こ
れ
こ
そ
が
、
光
明
皇
后
発
願
の
像
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
の
像
を
作
る
作
家
は
皇
后
の
面
影
を
写
し
『
濫
觴
記
』
の
よ
う
な
伝
説

が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
新
し
い
法
華
寺
が
出
来
て
、
そ

の
像
を
写
し
て
作
ら
れ
た
の
が
現
在
の
十
一
面
観
音
で
は
な
い
か
と
す

る
。
一
三
世
紀
の
『
諸
寺
建
立
次
第
』、一
五
世
紀
の
『
諸
寺
縁
起
集
』
で
、

こ
の
像
に
つ
い
て
金
堂
本
尊
背
後
に
あ
る
「
白
檀
十
一
面
観
音
」
と
記
す
。

「
白
檀
」
仏
と
し
て
、
東
大
寺
像
に
つ
な
が
る
。
無
論
現
在
の
観
音
は
榧
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材
で
あ
り
白
檀
で
は
な
い
が
、
木
の
生
地
を
生
か
し
て
細
か
な
造
形
の
な

さ
れ
る
像
が
「
檀
像
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
普
通
で
、
こ
の
繋
が
り
は
不

自
然
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
も
か
な
り
強
引
に
思
え
る
が
、
光
明
皇
后

モ
デ
ル
説
は
、
か
く
ま
で
根
強
く
人
々
の
想
像
を
駆
り
立
て
る
物
で
あ
る

こ
と
に
改
め
て
感
じ
さ
せ
興
味
深
い
。

　

和
辻
に
戻
れ
ば
、
こ
う
し
た
想
像
力
の
前
提
に
、
や
は
り
皇
后
の
施
浴

の
伝
承
を
考
え
て
い
る
。『
元
亨
釈
書
』
を
用
い
て
そ
れ
に
言
及
し
て
い

る
。
ほ
と
ん
ど
八
一
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
な
想
像
力
で
あ
る
が
、
両
者

の
関
係
は
測
定
し
に
く
い
。
和
辻
の
『
古
寺
巡
礼
』
は
八
一
の
『
南
京
新

唱
』
よ
り
五
年
前
の
刊
行
で
あ
る
が
、
八
一
自
註
に
よ
れ
ば
歌
自
体
は
明

治
期
に
詠
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
雑
誌
な
ど
へ
の
発
表
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
、
両
者
の
書
承
関
係
は
不
明
と
言
う
他
な
い
。
と
も
か

く
、
和
辻
も
ま
た
縁
起
的
世
界
と
美
術
史
的
な
様
式
と
の
間
で
交
錯
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

亀
井
勝
一
郎
『
大
和
古
寺
風
物
誌
』

7
も
影
響
力
は
小
さ
く
は
な
い

が
、
昭
和
一
七
年
（
一
九
四
二
）
秋
と
の
稿
記
の
あ
る
「
東
大
寺
」
の
章

で
、
や
は
り
二
つ
の
伝
承
に
触
れ
て
い
る
。
一
貫
し
て
光
明
皇
后
の
生
涯

を
讃
え
る
と
い
う
思
念
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
。「
天
平
の
美
と
信
仰
を

代
表
さ
る
る
花は

な華
と
し
て
仰
が
れ
て
ゐ
た
証
拠
」
と
し
て
こ
の
伝
説
を

捉
え
る
。
そ
し
て
、「
な
お
法
華
寺
十
一
面
観
音
や
浴
室
を
通
じ
て
皇
后

を
偲
ん
だ
歌
が
、
会
津
八
一
博
士
の
「
鹿
鳴
集
」
に
あ
る
。」
と
し
て
四

首
の
歌
を
引
い
て
い
る
。
亀
井
に
は
専
ら
縁
起
的
世
界
へ
の
讃
歎
が
見
ら

れ
、
八
一
の
歌
は
、
そ
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
堀
辰
雄
『
大
和
路
・
信
濃
路
』

8
に
お
い
て
は
、
法
華
寺

村
と
い
う
記
は
あ
る
も
の
の
、
海
龍
王
寺
の
廃
墟
に
筆
が
費
や
さ
れ
、
法

華
寺
の
こ
と
に
は
言
及
が
な
い
。『
全
集
』所
収
の「
大
和
路
」と
い
う
ノ
ー

ト
に
は
、十
一
面
観
音
に
つ
い
て
「
唇
の
朱
さ
（
生
ま
生
ま
し
い
ほ
ど
の
）」

や
「
密
教
的
暖
か
い
」
な
ど
の
文
言
や
、
和
辻
か
ら
の
書
き
抜
き
と
覚
し

き
文
言
は
あ
る
が
作
品
中
に
は
結
晶
し
て
い
な
い
。

　

や
や
余
談
的
な
拡
大
を
し
な
が
ら
も
、
和
辻
を
中
心
に
法
華
寺
に
関
す

る
近
代
古
寺
巡
礼
者
達
の
言
説
の
一
端
を
た
ど
っ
た
が
、
二
つ
の
伝
承
の

縁
起
的
世
界
へ
の
根
強
い
共
感
は
興
味
深
い
。
そ
し
て
何
よ
り
八
一
と
和

辻
と
の
間
に
あ
る
、
在
来
的
な
縁
起
的
世
界
と
、
西
洋
的
な
様
式
史
的
認

識
と
の
間
で
揺
れ
動
く
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
類
似
は
、
更
に
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　

三
、
縁
起
的
世
界
の
周
辺

　

こ
こ
で
、
八
一
に
、
そ
し
て
近
代
の
大
和
古
寺
巡
礼
者
達
に
強
く
働
き

か
け
た
法
華
寺
十
一
面
観
音
と
光
明
皇
后
を
め
ぐ
る
縁
起
的
世
界
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い

9
。

　

施
浴
の
伝
承
に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
考
え
て
お
く
べ
き
な
の
だ
が
、
こ

れ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
阿
部
泰
郞
『
湯
屋
の
皇
后
─
中
世
の
性
と
聖
な
る
も

の
─
』10
の
第
一
章「
湯
屋
の
皇
后　

光
明
皇
后
湯
施
行
の
物
語
を
め
ぐ
っ

て
」
に
よ
り
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
書
名
の
副
題
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
伝

承
の
中
世
的
な
性
格
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
伝
承
の
書
承

上
の
上
限
は
、
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
に
行
わ
れ
た
高
貴
な
女
性
の
巡

礼
の
記
録
と
し
て
書
か
れ
た
興
福
寺
僧
実
叡
の
手
に
な
る
『
建
久
御
巡
礼

記
』
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
中
世
に
お
け
る
こ
の
説
話
を
録
す
る

文
献
の
分
析
を
通
し
て
、
こ
れ
が
そ
の
時
代
に
お
け
る
聖
と
性
と
穢
に
関

す
る
問
題
が
集
約
さ
れ
て
い
る
伝
承
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
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近
代
古
寺
巡
礼
者
達
の
想
像
力
の
上
で
は
、
躊
躇
は
見
せ
な
が
ら
も
天
平

時
代
を
幻
視
し
よ
う
と
す
る
縁
起
的
世
界
は
、
中
世
的
な
説
話
の
世
界
の

も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
光
明
皇
后
モ
デ
ル
説
に
つ
い
て
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

八
一
も
和
辻
も
拠
る
『
興
福
寺
濫
觴
記
』
は
成
立
年
次
は
明
ら
か
で
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
金
堂
の
条
に
は
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
の
火

災
の
記
事
が
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
成
立
と
さ
れ
て
い
る

11
。
こ
の
書
で
は
、

明
白
に
印
度
仏
師
問
答
師
に
よ
り
、
光
明
皇
后
の
姿
を
写
し
た
三
体
の

十
一
面
観
音
が
作
ら
れ
、
一
体
を
持
ち
帰
り
、
一
体
は
宮
中
に
置
か
れ
た

後
の
法
華
寺
に
移
り
（
す
な
わ
ち
現
在
の
本
尊
）、
他
の
一
体
は
施
眼
寺

に
置
か
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

八
一
は
『
興
福
寺
流
記
』
を
も
自
註
で
引
く
が
、
こ
の
書
も
成
立
は
明

ら
か
で
は
な
い
。
治
承
の
炎
上
以
前
と
覚
し
き
箇
所
も
あ
り
、
一
部
は
そ

れ
以
前
の
記
録
も
含
む
古
本
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
問
答
師
が
、

印
度
乾
陀
羅
国
王
の
生
身
の
十
一
面
観
音
に
会
い
た
け
れ
ば
光
明
皇
后

の
姿
を
写
せ
と
言
う
夢
告
に
従
い
来
日
し
た
と
す
る
の
は
『
濫
觴
記
』
と

同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
皇
后
が
母
の
供
養
の
た
め
に
阿
弥
陀
仏
を
作
る

こ
と
を
請
う
と
、
む
し
ろ
釈
迦
仏
が
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
、
そ
れ
を
彫
る

と
、
自
然
に
眉
間
か
ら
光
を
発
し
た
と
す
る
話
を
載
せ
て
い
る
。
十
一
面

観
音
を
作
る
と
い
う
記
述
は
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
皇
后
は
臨
終
に
際
し

て
、
七
〇
余
年
後
に
「
我
形
可
来
此
堂
」
と
い
う
遺
言
を
残
し
、
六
六
年

後
の
天
長
二
年
（
八
二
五
）
に
腰
谷
池
の
西
の
田
の
中
か
ら
観
音
が
出
現

し
、
寿
廣
と
い
う
寺
僧
を
呼
び
と
め
、
金
堂
に
安
置
さ
れ
よ
う
と
す
る
が

重
く
な
り
動
か
せ
ず
、
西
金
堂
に
安
置
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
軽
く
な
り
容

易
に
寿
廣
の
背
に
負
わ
れ
て
そ
こ
に
収
ま
っ
た
と
い
う
説
話
を
載
せ
て

い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
皇
后
の
化
身
の
観
音
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

法
華
寺
と
の
関
連
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
も
そ
も
法
華
寺
に
お
い
て
も
、
本
尊
は
こ
の
像
で
な
か
っ
た
時
代
が

長
い
。『
大
和
古
寺
大
観
』

12
に
よ
れ
ば
、
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
成

立
の
『
諸
寺
建
立
次
第
』
に
金
堂
本
尊
大
日
如
来
の
後
ろ
に
「
十
一
面

観
音

白
檀
也

」
が
あ
る
と
記
す
の
が
、
こ
の
像
に
関
す
る
記
録
の
古
い
例

で
、
先
に
触
れ
た
町
田
甲
一
の
推
論
の
よ
う
に
、「
壇
像
」
と
さ
れ
て
い
た
。

光
明
皇
后
と
の
関
連
が
見
え
る
の
は
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
の
奥
書

を
持
つ
『
法
華
滅
罪
寺
縁
起
』
に
よ
る
「
当
寺
の
講
堂
に
安
置
し
た
て
ま

つ
る
十
一
面
観
音
の
像
は
本
願
の
き
さ
き
の
御
作
也
」
と
す
る
の
が
早
い

例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
皇
后
が
自
ら
作
っ
た
と
い
う
伝
承
を
伝
え
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
一
五
世
紀
の
菅
家
本
『
諸
寺
縁
起
』
の

　
　

観
音
堂

安
白
檀
十
一
面
観
音
、
是
光
明
皇
后
御
影

云　々

依
唐
人
所
望
造
之

云　々

口
伝
在
之
、
不
可
思
議
像
也
、
入
厨
子
。

を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
を
伝
承
が
記
さ
れ
た
端
緒
と
し
て
い
る

ら
し
い
。

　

管
見
の
限
り
で
も
、
文
証
と
し
て
は
妥
当
な
認
識
だ
と
思
わ
れ
る
。

一
五
世
紀
の
段
階
で
「
口
伝
」
が
存
し
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
遡
れ
る
か
の

想
像
は
難
し
く
、
ま
た
、
印
度
で
は
な
く
唐
人
の
所
望
と
な
っ
て
い
る
の

も
異
な
る
。
ち
な
み
に
、
施
浴
の
伝
説
を
載
せ
た
『
建
久
御
巡
礼
記
』
に

は
こ
の
話
は
な
く
、
そ
も
そ
も
十
一
面
観
音
自
体
に
も
触
れ
て
い
な
い
。

モ
デ
ル
説
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、
中
世
後
期
に
な
っ
て
か
ら
の
形
成
と
考

え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
注
目
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、『
大
和
古
寺
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大
観
』で
も
翻
刻
を
載
せ
る『
法
華
滅
罪
寺
縁
起
』で
あ
る
。
こ
の
縁
起
は
、

諸
文
献
か
ら
の
引
用
部
分
と
、
奥
書
に
見
ら
れ
る
京
都
円
興
寺
の
開
山
と

な
っ
た
円
鏡
の
手
に
よ
り
記
さ
れ
た
部
分
と
か
ら
な
る
。
先
に
見
た
十
一

面
観
音
を
皇
后
の
「
御
作
」
と
す
る
の
は
後
者
の
部
分
で
あ
り
、
一
四

世
紀
初
頭
の
公
的
な
立
場
に
近
い
縁
起
的
な
解
釈
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
五
世
紀
ま
で
の
間
に
「
御
作
」
か
ら
「
御
影
」
へ
と
い
う
変
化
を
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
と
と
も
に
、
同
書
に
は
、「
七
大
寺
巡
礼
記
云
」
と
し
て
、
や
や

異
な
る
モ
デ
ル
説
を
載
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

皇
后
う
つ
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
て
建
達
羅
国
よ
り
六
人
の
巧
匠
わ
た
り
た

り
け
り
。
時
に
一
人
づ
つ
め
し
て
、
き
さ
き
う
つ
さ
れ
給
き
。
つ
く
り
お

は
り
て
な
ら
べ
て
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
六
観
音
に
て
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
印
度
か
ら
の
仏
師
が
、
王
の
夢
に
よ
り
皇
后
の
姿

を
写
そ
う
と
来
日
し
、
皇
后
の
母
の
供
養
の
た
め
に
、
釈
迦
如
来
を
作
る

と
眉
間
か
ら
光
を
発
し
た
と
す
る
『
興
福
寺
流
記
』
の
話
と
同
様
な
話
の

後
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
「
七
大
寺
巡
礼
記
」
と
い
う
の
は
、
や
は
り
こ
の
縁
起
で
、
同
じ
書
で

云
う
と
し
て
施
浴
の
伝
承
を
引
い
て
い
る
の
で
、
実
叡
の
『
建
久
御
巡
礼

記
』
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う

13
。
し
か
し
、
そ
の
書
に
は
眉
間
か
ら
光

を
発
し
た
と
い
う
部
分
ま
で
は
あ
る
が
、
先
に
引
用
し
た
部
分
は
見
ら
れ

な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、『
流
記
』
も
『
御
巡
礼
記
』
も
、
せ
っ
か
く
来

日
し
た
仏
師
が
、
皇
后
の
姿
を
写
し
た
こ
と
は
書
か
れ
ず
に
、
や
や
不

自
然
な
流
れ
で
釈
迦
像
の
こ
と
に
続
い
て
い
る
。
か
な
り
大
胆
な
推
測
だ

が
、『
縁
起
』
に
引
か
れ
た
部
分
は
逸
文
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
こ
の
仏
師

達
（
複
数
に
な
る
）
は
皇
后
を
モ
デ
ル
に
し
て
六
観
音
を
彫
る
こ
と
が
で

き
た
（
皇
后
は
六
観
音
を
兼
ね
備
え
て
い
た
）
と
い
う
も
の
だ
っ
た
可
能

性
も
あ
り
得
よ
う
。
無
論
十
一
面
観
音
は
六
観
音
の
一
つ
で
あ
る
が
、
法

華
寺
と
の
関
連
は
何
ら
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
モ
デ
ル
説
の
萌
芽

の
根
を
想
像
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
『
流
記
』
は
一
方
で
は
、
皇
后
の
遺
言
と
一
致
す
る
よ
う
に
、
十
一
面

観
音
が
自
然
に
湧
出
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
も
う
一
つ
の
モ
デ
ル

説
と
も
言
え
る
が
、
む
し
ろ
化
身
で
あ
る
と
い
う
方
が
適
切
で
あ
る
。
こ

の
伝
承
も
『
御
巡
礼
記
』
に
も
見
え
る
。
た
だ
し
、
自
然
に
観
音
が
湧
出

し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
皇
后
の
遺
言
の
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

更
に
観
音
湧
出
の
記
事
は
大
江
親
通
の
保
延
六
年
（
一
一
四
〇
）
の
巡
礼

の
記
で
あ
る
『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』
に
も
見
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
興

福
寺
西
金
堂
の
十
一
面
観
音
の
縁
起
と
い
う
形
で
記
さ
れ
、
本
来
そ
の
像

は
行
基
の
造
っ
た
も
の
で
「
服
寺
」
の
仏
で
あ
っ
た
が
、
や
は
り
越
田
池

の
近
く
の
田
に
埋
ま
っ
て
い
て
、
寺
僧
寿
廣
を
呼
び
と
め
、
こ
の
堂
に
安

置
さ
れ
た
と
す
る
。
法
華
寺
と
の
関
連
は
記
さ
れ
な
い
が
、
や
は
り
伝
承

の
芽
と
は
想
像
し
て
よ
か
ろ
う
。
も
し
、
時
代
的
に
古
い
こ
れ
が
伝
承
の

原
型
だ
と
す
れ
ば
、
い
つ
の
ま
に
か
、
行
基
作
か
ら
光
明
皇
后
モ
デ
ル
へ

と
変
化
を
遂
げ
た
こ
と
に
な
る
。

　

光
明
皇
后
の
姿
を
写
し
た
と
す
る
モ
デ
ル
説
の
縁
起
的
世
界
の
周
辺

を
見
て
み
た
。
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
輻
輳
し
た
伝
承
の
展
開
を
予
測
さ

せ
る
が
、
伝
承
の
萌
芽
の
よ
う
な
も
の
は
、
平
安
時
代
ま
で
は
遡
れ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
華
寺
の
十
一
面
観
音
が
光
明
皇
后

の
姿
を
写
し
た
と
す
る
確
固
と
し
た
結
び
付
き
と
し
て
安
定
し
た
の
は
、

一
五
世
紀
ま
で
の
中
世
後
半
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
も
想
像
さ
れ
る
。
八
一

や
和
辻
が
、
そ
こ
か
ら
天
平
時
代
を
幻
想
す
る
た
め
に
は
、
心
許
な
い
伝
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承
世
界
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
寺
社
縁
起
の
世
界
の
交
錯
の

中
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
伝
承
世
界
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
近

代
以
前
の
古
寺
巡
礼
を
支
え
る
世
界
で
あ
る
に
は
相
違
な
い
。
そ
れ
が
、

八
一
や
和
辻
の
世
界
を
成
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

四
、
近
代
美
術
史
の
視
野
へ

　

と
は
い
え
、
彼
等
は
、
縁
起
的
な
世
界
が
天
平
時
代
を
幻
視
す
る
た
め

に
は
心
許
な
い
資
料
的
な
あ
や
う
さ
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
自
覚
的

で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
明
治
・
大
正
期
に
学
識
を
形
成
し
た
学
者
で
あ
る

彼
等
に
、
縁
起
的
な
世
界
を
素
朴
に
信
じ
る
知
性
は
存
在
し
な
い
。
む
し

ろ
、
彼
等
を
こ
う
し
た
世
界
へ
導
い
た
の
は
、
仏
像
の
形
に
対
す
る
卓
越

し
た
感
受
性
で
あ
っ
た
。

　

八
一
の
歌
は
「
あ
か
き　

く
ち
び
る
」
を
結
句
と
す
る
が
、
施
浴
の
歌

を
含
め
て
彼
の
感
性
は
こ
こ
に
収
斂
す
る
。
和
辻
の
文
章
で
も
朱
の
唇
が

「
ま
づ
」「
飛
び
つ
い
て
来
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
仏
像
の
造
形
上
の
形
が

彼
等
の
思
考
を
導
い
て
行
く
。
こ
う
し
た
仏
像
を
造
形
と
し
て
捉
え
て
、

形
と
い
う
視
覚
の
印
象
で
捉
え
て
行
く
あ
り
方
は
、
前
近
代
に
お
い
て
は

例
外
で
し
か
な
い

14
。
近
代
に
な
っ
て
西
洋
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
知
性
に

基
づ
く
仏
像
の
見
方
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
印
象
が
、
在
来
的
な
縁

起
的
な
世
界
を
引
き
寄
せ
て
き
た
と
い
う
の
が
、
彼
等
に
共
通
す
る
感
性

の
有
様
な
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
生
ま
れ
の
八
一
に
対
し
て
、
和
辻
は
七
歳

の
年
少
で
あ
る
。
和
辻
よ
り
二
歳
年
長
の
美
術
史
学
者
に
児
島
喜
久
雄
が

い
る
。
和
辻
と
児
島
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
精
神
形
成
を
行
い
、
東
京
帝
国
大

学
の
奈
良
へ
の
研
修
旅
行
も
同
道
し
て
い
る
。
児
島
は
東
京
帝
国
大
学
の

美
術
史
学
の
教
授
と
な
り
、
そ
の
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
が
、
彼
に

よ
り
形
成
さ
れ
た
学
的
な
態
度
は
、
和
辻
の
み
で
は
な
く
、
や
や
年
長
で

あ
る
八
一
に
も
分
け
持
た
れ
て
い
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
西
洋
美
術
が

専
門
で
は
あ
る
が
、
日
本
美
術
へ
の
発
言
も
多
く
、
や
や
の
ち
の
こ
と

だ
が
、
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
に
は
共
編
と
い
う
形
で
『
天
平
彫

刻
』

15
と
い
う
一
書
を
刊
行
し
て
い
る
。　

　

こ
の
書
に
は
児
島
自
身
も
「
天
平
彫
刻
と
様
式
問
題
」
と
い
う
論
文
を

寄
せ
て
い
る
。
児
島
は
お
び
た
だ
し
い
数
の
西
洋
の
美
学
者
や
美
術
史
学

者
に
言
及
し
な
が
ら
、
自
論
を
展
開
さ
せ
て
行
く
。
そ
し
て
、
ヴ
ェ
ル
フ

リ
ン
そ
の
他
を
引
き
な
が
ら
、
美
術
史
の
課
題
が
視
覚
の
印
象
に
集
約
さ

れ
る
こ
と
を
説
い
て
行
く
。
そ
し
て
、

希
臘
美
術
の
第
一
盛
期
に
も
比
す
べ
き
天
平
前
期
の
代
表
作
た
る
三
月
堂

の
九
像
、
就
中
、
本
尊
と
梵
天
、
帝
釈
の
頭
部
、
額
、
面
角
、
目
、
耳
、
口
、

顎
、
手
等
の
部
分
の
研
究
、
二
天
の
身
体
各
部
の
比
例
、
均
衡
、
衣
紋
等

の
研
究
。
之
等
は
既
に
幾
度
か
反
復
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
夫
れ
か

ら
何
も
明
瞭
な
試
論
に
生
じ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

と
、
日
本
美
術
史
家
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
形
で
述
べ
て
い
る
が
、
西
洋
の

学
術
の
移
入
的
な
咀
嚼
に
基
づ
き
、
ギ
リ
シ
ャ
を
美
の
源
境
と
し
て
、
仏

像
を
彫
刻
と
し
て
部
分
に
分
節
し
、
そ
の
美
的
把
握
を
起
点
と
す
る
思
考

こ
そ
が
、
児
島
の
め
ざ
す
仏
像
に
関
す
る
在
来
の
眼
か
ら
新
た
な
視
野
の

獲
得
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
和
辻
と
も
共
通
す
る
こ
と
は
無
論
の
こ
と
、
八
一
と
も
ほ
ぼ
共

通
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
捉
え
ら
れ
た
「
形
」
が
、
逆
に
在
来
的
な
縁
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起
的
世
界
を
呼
び
起
こ
し
た
と
い
う
の
が
、
彼
等
が
結
晶
せ
し
め
た
文
学

世
界
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
形
の
印
象
が
、
史
的
な
共

通
性
と
分
別
性
と
い
う
認
識
に
統
合
さ
れ
た
時
に
、
児
島
の
目
指
す
様
式

史
と
し
て
の
美
術
史
学
と
い
う
視
野
は
成
立
す
る
。
そ
れ
も
和
辻
も
八
一

も
分
け
持
つ
も
の
で
あ
り
、
法
華
寺
十
一
面
観
音
の
官
能
的
な
形
が
平
安

前
期
の
貞
観
期
の
密
教
仏
の
様
式
と
し
て
統
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
彼

等
の
引
き
寄
せ
て
き
た
美
し
い
縁
起
的
世
界
と
の
矛
盾
を
来
す
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
ま
で
自
覚
的
で
あ
っ
た
彼
等
の
文
業
は
自
己
矛

盾
の
産
物
と
も
言
え
な
く
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
い
て
輝
き
と
後
世
へ

の
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
続
け
て
い
る
の
が
文
学
と
し
て
の
力
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
在
来
の
縁
起
的
世
界
、
い
わ
ば
東
と
、
西
洋
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
美
術
史
的
視
野
で
あ
る
西
と
の
、
弁デ

ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

証
法
的
な
関
係
の
中
に
、
和

辻
の
言
説
、
そ
し
て
、
八
一
の
歌
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
え

る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
八
一
と
和
辻
の
共
通
性
の
所
以
に
つ
い
て
は
児
島
喜
久
雄

を
補
助
線
に
、
美
術
史
的
な
視
野
と
言
う
こ
と
で
見
て
き
た
が
、
そ
も
そ

も
彼
等
の
そ
う
し
た
視
野
を
形
成
さ
せ
た
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
期

の
学
問
史
に
踏
み
込
む
準
備
は
当
然
無
い
の
だ
が
、
そ
の
あ
た
り
に
視

野
を
与
え
て
く
れ
る
仕
事
は
あ
る
。
鈴
木
廣
之
「
和
辻
哲
郎
『
古
寺
巡

礼
』
─
偏
在
す
る
「
美
」
─
」

16
は
、
和
辻
の
言
説
を
形
成
せ
し
め
る
、

明
治
期
に
お
け
る
奈
良
の
「
聖
地
化
」
の
動
き
に
触
れ
る
。
官
僚
九
鬼
隆

一
を
中
心
に
、
岡
倉
覚
三
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
等
に
よ
る
活
動
に
触
れ
る
。
特

に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
等
の
講
演
活
動
に
よ
り
「
奈
良
を
ギ
リ
シ
ャ
に
、
京
都
を

ロ
ー
マ
に
な
ぞ
ら
え
る
修
辞
的
転
用
」
が
な
さ
れ
て
行
く
様
の
分
析
は
興

味
深
い
。
更
に
建
築
史
家
伊
東
忠
太
に
よ
る
法
隆
寺
の
柱
の
中
央
の
ふ
く

ら
み
を
エ
ン
タ
シ
ス
と
す
る
認
識
や
、
ギ
リ
シ
ャ
文
化
東
漸
論
に
も
触
れ

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
視
野
は
和
辻
の
み
で
は
な
く
、
会
津
八
一
の
思
考
を
考
え
る

上
で
も
当
て
は
ま
る
面
が
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
中
で
も
や
は

り
、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
と
い
う
人
物
の
持
っ
た
影
響
力
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
彼
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
実
は
、
法
華

寺
十
一
面
観
音
に
対
す
る
認
識
の
原
点
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
『
東
亜
美
術
史
綱
』

17
は
、
そ
の
没
後
の
出
版
で
あ
る

が
、
第
六
章
を
形
成
す
る
「
日
本
に
於
け
る
希
臘
式
仏
教
美
術
」
に
お
い

て
は
、
彼
等
の
認
識
の
原
点
に
な
る
よ
う
な
言
説
が
見
ら
れ
る
。
フ
ェ
ノ

ロ
サ
は
、
聖
武
天
皇
時
代
の
初
期
に
木
彫
に
よ
る
十
一
面
観
音
が
奈
良
の

諸
尊
の
中
で
主
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
。
そ
れ
等
は

女
性
的
な
資
質
を
顕
著
に
持
つ
と
し
、
エ
フ
ィ
サ
ス
の
ダ
イ
ア
ナ
、
欧
州

「
中
古
」
の
マ
リ
ア
像
な
ど
に
比
せ
ら
れ
る
。
そ
の
後
寺
院
建
築
に
最
熱

心
で
あ
っ
た
聖
武
天
皇
と
そ
の
意
志
を
分
か
つ
「
日
本
国
中
最
美
人
」
と

称
さ
れ
る
光
明
皇
后
に
触
れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

十
一
面
観
音
の
霊
は
時
々
皇
后
の
御
霊
感
に
触
れ
、
而
し
て
皇
后
は
此
の

如
き
御
霊
感
の
時
に
於
い
て
金
光
を
放
ち
給
へ
り
と
伝
ふ
。
一
般
に
信
ぜ

ら
る
る
所
に
依
れ
ば
、
皇
后
は
御
躬
ら
十
一
面
観
音
彫
刻
の
模
型
と
為
り

た
ま
へ
り
。
今
法
華
寺
に
在
る
十
一
面
観
音
是
れ
な
り
と
云
ふ
。
該
像
が

聖
武
時
代
の
中
期
、
又
は
晩
期
の
も
の
な
る
こ
と
は
明
な
り
。

現
代
の
美
術
史
的
な
知
見
か
ら
も
、
八
一
や
和
辻
の
時
代
の
そ
れ
か
ら
も

か
な
り
に
問
題
を
含
む
史
的
な
認
識
で
あ
り
、
縁
起
的
世
界
の
受
容
に
も

変
形
が
見
え
る
が
、
女
神
と
し
て
の
憧
憬
や
モ
デ
ル
説
な
ど
、
彼
等
の
幻
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想
の
根
本
は
す
で
に
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
フ
ェ
ノ
ロ
サ
の
存
在
の
大
き
さ

を
改
め
て
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

和
辻
哲
郞
の
『
古
寺
巡
礼
』
に
は
、
ま
さ
に
近
代
古
寺
巡
礼
の
宣
言
と

言
う
べ
き
文
言
が
知
ら
れ
る
。

僕
が
巡
礼
し
よ
う
と
す
る
の
は
古
美
術
に
対
し
て
で
あ
つ
て
、
衆
生
救
済

の
御
仏
に
対
し
て
で
は
な
い
。
も
し
僕
が
仏
教
に
刺
衝
せ
ら
れ
て
起
つ
た

文
化
に
対
す
る
興
味
か
ら
、「
仏
を
礼
す
る
」
心
持
に
な
つ
た
、
な
ど
と

云
つ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
空
言
だ
。
た
と
へ
僕
が
或
仏
像
の
前
で
、
心

底
か
ら
頭
を
下
げ
た
い
心
持
に
な
っ
た
り
、
慈
悲
の
光
に
打
た
れ
て
し
み

じ
み
と
涙
ぐ
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
恐
ら
く
仏
教
の
精
神
を
生
か
し
た

芸
術
の
力
に
ま
ゐ
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
宗
教
的
に
仏
に
帰
依
し
た
と
い
ふ

も
の
で
は
な
か
ら
う
。

あ
ま
り
に
も
有
名
な
文
言
だ
が
、
あ
ら
た
め
て
引
い
て
み
る
な
ら
ば
、
若

書
き
の
ま
ば
ゆ
さ
も
感
ぜ
ら
れ
る
。

　

会
津
八
一
の
場
合
は
、
も
っ
と
余
裕
を
持
っ
た
態
度
で
古
寺
に
対
し
て

い
る
。『
南
京
新
唱
』
の
自
序
で
は
、

わ
れ
奈
良
の
風
光
と
美
術
と
を
酷
愛
し
て
、
其
間
に
徘
徊
す
る
こ
と
す
で

に
い
く
度
ぞ
。
遂
に
或
は
骨
を
こ
こ
に
埋
め
ん
と
さ
へ
お
も
へ
り
。

と
言
う
。
し
か
し
な
が
ら
、後
年
『
鹿
鳴
集
』
に
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、

そ
の
例
言
で
、「
著
者
の
大
和
旅
行
は
、
常
に
美
術
史
学
研
究
の
為
し
た

る
も
、
歌
を
詠
ず
る
時
に
は
、
往
々
寺
伝
民
譚
の
心
易
き
に
興
じ
て
之
に

拠
り
し
も
の
あ
り
。」
と
し
て
、
そ
の
例
と
し
て
「
法
華
寺
の
本
尊
及
び

温
室
に
対
し
て
光
明
皇
后
を
連
想
し
」
と
わ
ざ
わ
ざ
記
し
て
い
る
。

　

和
辻
の
言
う
古
美
術
に
し
て
も
、
八
一
の
美
術
史
学
に
し
て
も
、
西
洋

的
学
識
に
基
づ
く
知
性
で
あ
る
こ
と
は
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
う
し

た
知
性
に
よ
る
鑑
賞
の
対
象
と
な
る
奈
良
の
古
寺
や
古
仏
が
、
千
年
以
上

に
も
渡
る
前
近
代
の
日
本
の
風
土
の
中
で
、
豊
富
な
縁
起
的
世
界
を
蓄
積

し
て
来
た
、
最
た
る
存
在
で
あ
る
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
等
は
決
し

て
西
洋
的
知
性
に
な
じ
む
世
界
の
も
の
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
西

洋
的
知
性
に
よ
り
、
選
択
的
に
突
出
す
る
可
能
性
も
持
ち
、
変
形
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
も
と
も
と
美
術
や
美
術
史
と
い
う

知
性
に
よ
る
古
寺
巡
礼
は
、
矛
盾
を
内
包
し
た
世
界
な
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
れ
が
文
学
と
し
て
表
現
さ
れ
た
時
、
東
と
西
と
の

弁デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク

証
法
的
な
関
係
が
逆
に
魅
力
と
し
て
生
じ
る
場
合
が
あ
り
得
る
。
そ
の

一
例
と
し
て
八
一
の
法
華
寺
十
一
面
観
音
の
歌
を
考
え
て
み
た
。

　

和
辻
哲
郎
を
媒
介
に
、
か
な
り
大
風
呂
敷
を
広
げ
た
よ
う
な
展
開
と

な
っ
た
が
、
八
一
の
歌
集
『
南
京
新
唱
』
全
体
の
中
に
こ
の
考
察
を
戻
し

た
時
に
、
こ
こ
で
見
て
来
た
こ
と
は
、
全
体
の
説
明
と
は
な
り
得
な
い
と

い
う
読
後
感
は
未
だ
担
保
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
近
代
古
寺
巡
礼
の

持
っ
て
い
る
他
の
側
面
の
存
在
の
示
唆
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
ノ
ー
ト

は
終
わ
る
が
、
更
に
稿
を
継
ぎ
考
え
て
み
た
い
。
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注

（
１
）
こ
の
こ
と
の
私
な
り
の
ス
ケ
ッ
チ
を
、
村
尾
誠
一
「
古
寺
巡
礼
の
近
代
」（
和
歌

文
学
大
系
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
／
鹿
鳴
集
』
明
治
書
院
・
二
〇
〇
五
年
・
月
報
）
に
、

や
は
り
会
津
八
一
を
中
心
に
示
し
て
お
い
た
。

（
２
）
会
津
八
一
の
作
品
か
ら
の
引
用
は
、『
会
津
八
一
全
集
』（
中
央
公
論
社
・

一
九
八
二
年
）
に
よ
る
。
歌
の
表
記
も
そ
の
ま
ま
と
し
た
。

（
３
）
詳
細
な
像
容
お
よ
び
写
真
に
つ
い
て
は
、『
大
和
古
寺
大
観
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
・

一
九
七
八
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
４
）
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
「
し
し
む
ら
を
」
の
歌
に
即
し
た
犀
利
な
指
摘
が
、
中
西

亮
太
「「
南
京
新
唱
」
ノ
ー
ト
（
四
）」（『
笛
』
五
ノ
一
・
一
九
九
八
年
五
月
）
に
あ
る
。

「
し
し
む
ら
」
と
い
う
語
と
、『
日
本
霊
異
記
』
に
あ
る
光
明
皇
后
と
実
忠
と
の
夢
中

で
の
契
の
説
話
と
の
関
連
か
ら
、
光
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
。

（
５
）『
古
寺
巡
礼
』
は
現
在
も
岩
波
書
店
か
ら
引
き
続
き
刊
行
さ
れ
広
く
読
ま
れ
て
い

る
が
、
昭
和
二
二
年
（
一
九
四
七
）
に
大
き
な
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で

の
引
用
は
そ
れ
以
前
の
版（
昭
和
三
年（
一
九
二
八
）版
で
、大
正
一
三
年（
一
九
二
四
）

の
小
さ
な
改
訂
は
あ
る
）
に
よ
る
。

（
６
）
町
田
甲
一
『
大
和
古
寺
巡
歴
』（
有
信
堂
高
文
社
・
一
九
七
六
年
）
な
ど
。

（
７
）『
亀
井
勝
一
郎
全
集
』（
講
談
社
・
一
九
七
一
年
）
に
よ
る
。
な
お
、
亀
井
に
は
光

明
皇
后
を
論
じ
る
文
章
に
『
美
貌
の
皇
后
』（
新
潮
社
・
一
九
五
〇
年
）
な
ど
も
あ
る
。

（
８
）
次
の
ノ
ー
ト
も
含
め
『
堀
辰
雄
全
集
』（
筑
摩
書
房
・
一
九
七
七
～
八
〇
年
）
に
よ
る
。

（
９
）
縁
起
類
の
参
照
・
引
用
は
以
下
に
よ
る
。

　
　
　
『
建
久
御
巡
礼
記
』（『
校
刊
美
術
史
料　

上
』）

　
　
　
『
興
福
寺
濫
觴
記
』（『
大
日
本
仏
教
全
書　

寺
誌
叢
書
三
』）

　
　
　
『
興
福
寺
流
記
』（『
大
日
本
仏
教
全
書　

興
福
寺
叢
書
一
』）

　
　
　
『
諸
寺
建
立
次
第
』（『
校
刊
美
術
史
料　

上
』）

　
　
　
『
法
華
滅
罪
寺
縁
起
』（『
大
和
古
寺
大
観　

五
』）

　
　
　

菅
家
本
『
諸
寺
縁
起
集
』（『
校
刊
美
術
史
料　

上
』）

　
　
　
『
七
大
寺
日
記
』（『
校
刊
美
術
史
料　

上
』）

（
10
）
阿
部
泰
郞
『
湯
屋
の
皇
后

─
中
世
の
性
と
聖
な
る
も
の

─
』（
名
古
屋
大
学

出
版
会
・
一
九
九
八
年
）

（
11
）『
仏
書
解
説
大
辞
典
』（
大
東
出
版
・
一
九
八
五
年
版
）
に
よ
る
。

（
12
）
注
（
３
）
に
前
掲
。

（
13
）
施
浴
の
伝
承
に
つ
い
て
、
阿
部
泰
郞
（
前
掲
書
）
も
そ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。
た

だ
し
、
文
言
は
逐
一
一
致
は
し
な
い
。

（
14
）
そ
の
例
外
が
『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』『
七
大
寺
日
記
』
の
著
者
大
江
親
通
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
が
、
形
へ
の
興
味
は
あ
り
な
が
ら
も
、
や
は
り
根
本
的
に
は
異
な
る

も
の
が
あ
り
、
縁
起
的
信
仰
的
な
世
界
が
支
え
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
前

近
代
の
一
般
的
な
巡
礼
の
あ
り
方
の
範
囲
に
収
ま
る
。

（
15
）
児
島
喜
久
雄
他
編
『
天
平
彫
刻
』（
生
活
百
科
刊
行
会
・
一
九
五
四
年
版
に
よ
る
が
、

原
版
は
小
山
書
店
の
も
の
で
あ
る
）

（
16
）
鈴
木
廣
之
「
和
辻
哲
郎
『
古
寺
巡
礼
』

─
偏
在
す
る
「
美
」

─
」（『
美
術
研

究
』
三
七
九
号
・
二
〇
〇
三
年
三
月
）

（
17
）
有
賀
長
雄
訳
の
創
元
社
版
（
一
九
四
七
年
）
に
よ
る
。
そ
も
そ
も
本
書
は
、

一
九
一
二
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
、“Epochs of C

hinese &
 Japanese art, an outline 

history of East A
siatics design” (W

.H
einem

ann 1912 London) 

と
し
て
刊
行
さ
れ

た
。
日
本
で
は
有
賀
の
訳
で
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）、
フ
ェ
ノ
ロ
サ
氏
記
念
会
か

ら
刊
行
さ
れ
た
。
な
お
、
森
東
吾
に
よ
る
新
訳
が
『
東
洋
美
術
史
綱
』（
東
京
美
術
・

一
九
七
六
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。


