
人

文

学

論

集

三

二

中

世

に

お

け

る

「
卑

賤

観

念
」
と

仏

教

横

井

清

氏

の

所

説

・

検

討

池

見

澄

隆

は

し

が

き

中
世
に
お
け
る
民
衆

の
栄
光
と
悲
惨
を
、
斬
新
な
着
想
と
新
鮮
な
問
題
意
識

で

論
じ
た
、
横
井
清
氏

の
近
著

『中
世
民
衆
の
生
活
文
化
』

(
一
九
七
五
年

東
京
大
学

出
版
会
刊
)
は
、

刊
行
以
来
、

日
本
中
世
史
学
界

の
み
な
ら
ず
、
隣
接
の
各
分
野

に
お
い
て
も
大
き
な
反
響
を
よ
ん
で
い
る
。
本
書
に
関
す
る
書
評
が
矢

つ
ぎ
早
や

に
発
表
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
も
、

そ
の
反
響
の

一
端

は
知
ら
れ
る

(仲
村
研
氏

『
歴
史
学
研
究
』
四
二
六
号

・
岩
崎
武
夫
氏

『文
学
』
第
四
十
三
巻
第
十
二
号

・
綱
野
善
彦

氏

『
史
学
雑
誌
』
第
八
十
五
巻
一
号
な
ど
)。

私
が
小
稿
に
お
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
の
は

1

民
衆
文
化
の
振
幅

玉

民
衆
生
活

の
起
伏

皿

差
別
と
触
穢
思
想

と
い
う
三
編
よ
り
構
成
さ
れ
る
本
書

の
な
か
で
も
、
み
ぎ
の
書
評
が
お
し
な
べ
て

と
く
に
注
目
し
て
い
る
皿
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、

第
七

申
世
に
お
け
る
卑
賤
観
念
の
展
開
と
そ
の
条
件

第
八

中
世
の
触
穢
思
想
-
民
衆
史
か
ら
み
た
i

第
九

中
世
民
衆
史
に
お
け
る

「
癩
者
」
と

「
不
且
ハ」
の
聞
題
-
下
剋
上
の
文

化

・
再
考
ー

の
三
論
文

(ほ
か
に
付
論
三
編
)
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
各
論
文
で
は
、
差
別
思
想
の
社
会
的
定
着
に
関
し
て
、
宗
教
な
か
ん

つ
く
仏
教
の
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
中

・
近
世
の

仏
教
史
な
い
し
仏
教
思
想
史
研
究
に
対
す
る
大
胆
な
問
題
提
起
を
ふ
く
む
も
の
で

あ
り
、
し
た
が

っ
て
こ
れ
に
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
応
え
る
の
は
、
当
該
研
究
に

携
わ
る
者
の
責
務
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
仏
教
史
研
究
者
の

側
か
ら

の
コ
メ
ン
ト
は
、
残
念
な
が
ら
管
見
で
は
皆
無
で
あ
る
。
浅
学
非
才

の
身

を
か
え
り
み
ず
、
氏

(以
下
、
横
井
氏
を
こ
の
よ
う
に
略
称
さ
せ
て
い
た
だ
く
)
の
力
作

に
対
し
て
、

い
わ
ば
蟷
螂

の
斧
を
も
っ
て
迫
ろ
う
と
す
る
の
も
、
氏
の
見
解
を
の

り
超
え
る
こ
と
な
し
に
、
私
に
と
っ
て
仏
教
史
研
究
の
進
展
は
な
い
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。



1

検
討

の
手
が
か
り

「差
別
と
触
穢
思
想
」
と
題
す
る
本
編
の
す
べ
て
を

つ
ら
ぬ
く
基
礎
視
角
槍
、

」
定

の
歴
史

.
社
会
に
お
け
る
階
級

と
身
分
の
問
題
、
ひ
い
て
は
、
支
配
i
隷
属

と
い
う
基
本
関
係
に
す
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
方
法
を
小
稿
の
主
題
に
そ
い

つ
つ
各
論
文
に
つ
い
て
の
べ
れ
ば
、
ま
ず
第

七
論
文
は

「卑
賤
観
の
状
況
的
把
握
」

で
あ
る
。
ま
た
差
別
問
題
を
解
明
し
て
い

く
う
え
で
、
仏
教
思
想
と
の
か
か
わ
り
を
論
じ
た
第
八

・
第
九
の
両
論
文

で
は
、,

仏
教
本
来
の
意
図

・
理
念
は
ど
う
で
あ
れ
、
仏
教
思
想
が
現
実
の
な
か
で
結
果
し

た
社
会
的
機
能
を
と
ら
え
る
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
よ
り
且
ハ体
的
に
い
え
ぼ
、
第

八
論
文
は
、
人
身

へ
の
不
浄
視
を
解
明
す
る
う
え
で
触
穢
思
想
を
と
り
あ
げ
て
、

触
穢
の
思
想
史
の
中
世
的
構
造
を
解
く

べ
く
、
鎌
倉
浄
土
教
の

「不
浄
」
観

の
社

会
的
機
能
を
問
題
と
し
、
第
九
論
文

で
は
、
「癩
者
」
「
不
具
」

へ
の
差
別
思
想
の

一
源
泉
と
し
て
仏
教
の
説
く

「
業
罰
」
観

の
社
会
的
機
能
を
問
題
と
し
て
と
り
あ

げ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
氏

の
論
述
は
こ
の
よ
う
な
状
況
的
考
察

に
の
み

終
始
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
個
人
的
主
体

の
意
識

に
つ
い
て

も
、
と
き
に
つ
よ
い
関
心
が
し
め
さ
れ
る
。

○
第
七
論
文
の
場
合

鎌
倉
仏
教
の
担
い
手
た
ち
が

「
癩
者
や
乞
食
者
と
し
て
の
非
人
た
ち
に
対
し
て

1
<=,s
遁
世
者
と
し
て
自
ら
を
非
人

と
称
し
つ
つ
深
い
接
触
を
た
も
つ
と
き
、
そ

の
精
神
の
裡
に
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
」

之
設
問
し
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
家

の
立
場
か
ら
す
る
救
済

に
つ
い
て

「僧
侶
た
ち

の
内
面
世
界
に
ま
で
立
ち
入

っ
て
考
察

す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
・宗
教
的
救

中
世
に
お
け
る

「卑
賤
観
QrSJ
と
仏
教

済
な
る
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
果
し
え
た

一
定
の
役
割
の
評
価
と
そ
の
限

界
性
の
指
摘
が
、
い
っ
そ
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
理
解
さ
れ
る

の
で
は
あ
る
ま

い

か
」
(二
三
〇
～
二
三
一
頁
)
(傍
点
引
用
者
)。

○
第
八
論
文
の
場
合

浄
土
教
思
想
と
不
浄
と
の
関
係

に
つ
い
て

「
た
と
え
ぼ

『
罪
障
』
と

『救
済
』

と
い
う
こ
と
が
ど
う
人
び
と
に
受
け
と
あ
ら
れ
て
い
た
の
か
」

「等
々
知
り
た
い

点
が
多
々
の
こ
っ
て
い
る
」
(二
九
二
頁
)

○
第
九
論
文
の
場
合

「
癩
者
」
「盲
目
」
「乞
食
」
の
三
者
が
登
場
す
る

「説
経
」
が
、
か
れ
ら
に
対

す
る
差
別
観
念
の
回
路
の

一
環
と
な

っ
た
ど
論
じ
つ
つ

「
た
と
え
そ
う
で
あ

っ
て

も
、
・説
経
が
民
衆
に
も
た
ら
し
た
感
動
と
い
う
も
の
は
否
定

で
き
な
い
。
そ
し
て

ま
た
、
説
経
を
読
む
私
に
と
っ
て
も
感
動
は
尽
き
ぬ
の
で
あ
る
」
(三
二
七
頁
)
(傍

点
著
者
)

つ
ま
り
こ
れ
ら
は
権
力
の
重
要
な

一
部
を
構
成
し
た
と
さ
れ
る
仏
教
と
は
別
個

に
在
り
う
る
宗
教
家
個
人
の
内
面
世
界
で
あ
り
、
浄
土
教
の
社
会
釣
に
機
能
し
た

側
面
と
は
別
の
受
容
主
体
の
理
解
の
実
態

で
あ
り
、
さ
ら
に

「説
経
」

の
果
し
た

客
観
的
役
割
と
は
別
個
の
個
人
的
主
体
の
感
情

の
高
揚
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い

て
、
氏
が
決
し
て
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
端
的
に
し
め
す
条
条
で

.

あ
る
。
し
か
も
注
目
し
た
い
の
は
、
み
ぎ
の
所
見
が
す
べ
て
〈
宗
教
〉
に
関
説
し

た
場
合
に
・み
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

中
世

の
身
分
意
識
上
の
卑
賤
観

・
不
浄
観

の
社
会
的
浸
透

・
定
着

に
さ

い
し

て
、
宗
教
ー
仏
教

・
浄
土
教
が
果
し
た

「
一
定

の
役
割
の
評
価
と
そ
の
限
界
性
」

に
ろ

い
て
、
私
は
ま
ず
、
氏

の
基
本
的
立
場

に
そ
い
つ
つ
検
討
し
、

つ
い
で
氏
の

三
三



人

文

学

論

集

み
ぎ
の
提
言

(と
く
に
第
七
論
文
の
場
合
)

を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
、

そ
こ
に
居
す
わ

り
な
が
ら
、
氏
自
身

の
論
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　

第
七
論
文
の
検
討

「卑
賤
観
」
の
整
理

第
七
論
文

「中
世

に
お
け
る
卑
賤
観
念
の
展
開
と
そ
の
条
件
」
の
検
討
の
ね
ら

い
は
、
卑
賤
観
そ
の
も
の
の
整
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
仏
教
と
の
関
連
は
こ
こ

で
は
と
り
あ
げ
な
い
。

卑
賤
観

の
問
題

に
関
す
る
先
学
の
研
究
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が

つ
ね
に

「身
分

の
上
-
下
関
係

に
お
い
て
の
み
発
見

し
す

べ
て
を
そ
の
限
り
で
理
解
さ
せ
て
し
ま

う
」
(二
ニ
ゴ
責
)
こ
と
を
指
摘
し
、

氏
自
身
は

「
中
世
社
会
に
お
い
て
同

一
階
層

内
部
で
卑
賤
観

の
問
題
は
存
在
し
た
」
(二
二
五
頁
)
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
、

つ

い
で
卑
賤
観

の
条
件
、

つ
ま
り
、
な

に
ゆ
え

の
卑
賤
視
が
へ
と
問
題
を
す
す
め
て

い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
つ
ぎ

の
二
点
を
あ
げ
て
い
る
。
e
農
耕
生
活
か
ら

の
離
脱
、
⇔
中
世
村
落
共
同
体
と
社
会
的
没
落
者
と
の
関
係
。
こ
の
二
点
は
基
本

的

に
至
当
で
あ
る
。
た
だ
問
題
点
は
、
こ
の
第
二
点
に
関
連
す
る
。

鎌
倉
末
期
か
ら
戦
国
期

に
か
け
て
村
落
共
同
体
と
浮
浪
民
と
の
関
係
が
明
瞭
に

な
る
の
で
そ
の
間

の

「惣
」
的
結
合

と
の
関
係
で
卑
賤
観
の
条
件
を
考
察
す
る
と

し
、
農
民
の
自
治
的
結
合
を
よ
く
窮
わ
せ
る
起
請
文
と
盟
約
状
を
分
析
し
、
そ
の

特
色
と
し
て
つ
ぎ
の
二
点
を
あ
げ
る
。
外
来
者

へ
の
徹
底
的
な
警
戒
と
、
住
民
追

放
規
定

の
存
在
で
あ
る
。
中
世
後
期
、
村
落
共
同
体
の
形
成
に
と
も
な

っ
て
、
民

衆
内
部
で
の
共
同
体
的
没
落
者

へ
の
社
会
的
処
遇
の
変
化
が
、
こ
の
二
点
に
集
約

さ
れ
る
の
は
た
し
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
外
来
者

へ
の
徹
底
的
な
警
戒
を
し
め
す

史
料

の
う
ち
、
近
江
浄
厳
院
文
書

の
な
か
の

「定
宗
躰
諸
末
寺
法
度

之
事
」

の

三
四

(『滋
賀
県
史
』
五
)

一
条
は
、
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

一
、
於
地
下
申
他
宿
あ
る
へ
か
ら
ず

に
つ
づ
け
て但

念
仏
結
縁
の
た
め
は
く
る
し
か
ら
さ
る
事

(二
四
九
頁
)

と
い
う
但
し
書
き
を
設
け
て
い
る
。
氏
は
こ
れ
に
ま

っ
た
く
関
心
を
し
め
し
て
い

な
い
が
、
村
落
住
人
の
身
分
意
識

・
卑
賤
観
念
に
お
よ
ぼ
し
た
仏
教
の
影
響
の
考

察

の
た
め
に
注
意
し
て
お
き
た
い

(詳
し
く
は
別
稿
)。

さ
て

「卑
賤
観

の
条
件
」
の
つ
ぎ
に
は
、

「卑
賤
視
と
は
な
に
か
」
と
い
う
、

よ
り
根
本
的
な
問
題
が
う
か
び
あ
が

っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
、
私
な
り

に
卑
賤
観
念
に
関
す
る
従
来
の
研
究

(氏
を
も
ふ
く
め
て
)
の
根
本
的
な
問
題
点
を

指
摘
す
る
。
そ
れ
は
種
種
雑
多
の
卑
賤
観
念
を
、
す

べ
て
同
系

・
同
質
の
も
の
と

み
な
し
、
そ
の
ち
が
い
を
単
に
度
合
い
の
強
弱
、
色
調
の
濃
淡
と
し
て
と
ら
え
て

い
る
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
表
現
は
、

「単
な
る
」
「強
度
の
」
「極
端
な
」
と
い
っ

た
形
容
を
も

っ
て
の
み
使
い
わ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
世
に
お
け
る
い
わ

ゆ
る

「卑
賤
観
念
」
は
、
果
し
て
そ
の
よ
う
な
、

一
本
調
子
の
お
お
ま
か
な
と
ら

え
か
た
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

い
ま
ま
で
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
の
問
題
を
ま
ず
検
討

・
整
理

し
た
い
。

中
世
の
身
分
意
識
と
し
て
の
卑
賤
観
念
は
、
身
分
関
係
の
流
動

・
錯
綜
の
状
況

に
対
応
し
て
き
わ
め
て
複
雑

・
多
岐
で
あ
る
。

氏
は
、
史
料
に
み
ら
れ
る

「卑
賤
」

の
語
は
、

一
定
の
身
分
を
あ
ら
わ
す
も
の

か
否
か
、
明
瞭
で
な
い

(二
一ゴ
ニ頁
)
と
し
な
が
ら
も
、

「卑
賤
」
視
の
内
容
に
つ

い
て
、
な
ん
ら
か
の
差
異
を
想
定
し
て
い
る
た
あ
で
あ
ろ
う
か
、

つ
ぎ
の
よ
う
な



表
現
を
用

い
て
つ
か
い
わ
け
て
い
る
。

(

)
は
引
用
者
補
。

A

貴
紳
が
、

荘
民
を

「
土
民
」
と
よ
ぶ
ぼ
あ
い

(の
)
い
わ
ば
広
義
に
於
け
る

卑
賤
観

の
観
念

(二
二
四
頁
)

B

(非
人
の
語
が
)
い
わ
ゆ
る
身
分
を
示
す
も
の
で
な
か

っ
た
と
し
て
も

(略
)

中
世
を
通
じ
て
非
人
乞
食
と
い
う
呼
称
は
、
現
実
に
、
強
烈
な
蔑
称
と
し
て

の
効
用

(二
三
〇
頁
)

A

(近
江
葛
川
荘
の
惣
住
人
等
が
隣
荘
伊
香
立
の
百
姓
た
ち
の
押
妨
を
非
難
し
て
)
自
ら

'

の
、
根
本
住
人
と
し
て
の
特
殊
な
優
越
性
を
強
く

意
識

し
な
が
ら
彼
ら
を

「下
賤
之
住
人
等
」
と
呼
び
捨

て
て
蔑
視
し
て
い
る
事
実

A

(み
ぎ
の
事
実
は
)
い
わ
ゆ
る
賤
民
層

へ
の
蔑
視
で
は
な
い

(二
五
七
頁
)

B

「賤
民
」
的
地
位

(の
)
人
び
と
に
た
い
す
る
そ
れ

(蔑
視
)

A

(み
ぎ
の
蔑
視
)
と
は

一
応
別
個
に
領
主
階
級
自
身
が
備
え
て
い
た

領
民

一
般

へ
の
苛
酷
な
蔑
視

(ご
八
六
頁
)

B

汚
穢
な
る
も
の
の
究
極
的
な
表
現
体
と
し
て
の

「
非
人
」

(二
八
二
頁
)

矧

「癩
者
」
も

「不
且
ハ」
も
、
歴
史

の
中
で
は

一
貫
し
て

「不
浄
」
の
認
識
に

か
ら
め
と
ら
れ

(て
い
た
)
(二
八
六
頁
)

こ
れ
ら
の
身
分
意
識
上
に
看
取
さ
れ
る
ち
が
い
を
区
分
す
る
と
す
れ
ば
、
A
群
と

B
群
と
に
分
け
ら
れ
る
。
A
群
が
基
本
的

に
は
身
分
秩
序
内
の
、
上
ー
下
関
係
の

な
か
で
上
位
者
が
下
位
者

に
対
し
て
向
け
る
ま
な
ざ
し
で
あ
る
の
に
対
し
、
B
群

は
す
く
な
く
と
も
身
分
秩
序
内

の
上
i
下
関
係
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
る
。
こ
れ
は
中
世

(と
く
に
後
期
)
当
時

の
社
会
状
況
か
ら
す
れ
ぼ
、
村
落
共

同
体
の
内
部
か
ら
共
同
体
外
に
向
け
ら
れ
る
ま
な
ざ
し
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

知
覚

・
認
識
主
体
の
視
座
の
方
向
の
ち
が
い
を
無
視
し
て
、

一
様

に

「卑
賤
視
」

申
世
に
お
け
る

「卑
賤
観
念
」
と
仏
教

と
か
h
蔑
視
」
と
表
現
す
る
の
は
不
充
分
か
つ
不
当
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
私
は
、
い
わ
ゆ
る

「
卑
賤
視
」
と
か

「
蔑
視
」
の
内
容
を
、
卑

賤
視
さ
れ
た
人
び
と

(卑
賤
視
の
対
象
)
の
社
会
的
な
存
在
形
態
に
即
し
て
で
は
な

く
、
卑
賤
視
す
る
人
び
と

(卑
賤
視
主
体
)
の
視
座

に
即
し
て
分
析
す

る
必
要

を

感
じ
る
。
そ
こ
で
上
↓
下
を

「下
等
視
」
へA
群
)
と
し
、
内
↓
外
を

「
不
浄
視
」

(B
群
)
と
し
、
さ
ら
に
最
後
例
B
を
も
、

「身
分
」
関
係
で
は
な
い
が
人
身

へ
の

「
不
浄
視
」
は
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
B
群
に
入
れ
た
い
。
す
な
わ
ち
中

世
社
会

で
の
い
わ
ゆ
る

「卑
賤
観
念
」

の
構
造
を
、
認
識
主
体
の
視
座
に
即
し
て

「
下
等
」
視
と
、
「不
浄
」
視
と
に

一
応
、
区
分
し
て
あ
つ
か
う
こ
と
、

(も
ち
ろ

ん
、
人
身
へ
の
下
等
視
と
不
浄
視
と
は
、
完
全
に
分
断
さ
れ
て
把
え
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
比
重
の
ち
が
い
に
よ
る
整
理
で
あ
る
)
さ
ら
に
後
者

(不
浄
視
)

に
は
、
単
な
る

「身
分
」
意
識
上
の
領
域
を
超
え
て
み
ら
れ
る
人
身

へ
の
不
浄
視

を
も
ふ
く
め
て

一
括
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
提
言
す
る
。
そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ

る
。
み
ぎ
の
A
群

に
あ
た
る

「下
等
」
視
は
、
申
世
に
か
ぎ
ら
ず
、
す
く
な
く
と

も
近
代
以
前

の
社
会

に
お
い
て
は
、
身
分
制

の
あ
る
か
ぎ
り

つ
ね
に
存
し
て
い
た

こ
と
。
B
群

の
う
ち
身
分
意
識
上
の

「不
浄
」
視
は
、
中
世

(と
く
に
後
期
)
に
形

成
さ
れ
、
浸
透
し
は
じ
め
た
こ
ど
。
さ
ら
に
身
分
な
ら
ぬ
、
人
身

(こ
と
に
癩
者

.

不
具
)
へ
の

「不
浄
」
視
は
、

こ
れ
ま
た
中
世

に
か
ぎ
ら
ず
通
時
代
的
に
み
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
.中
世
で
は
、
そ
の
社
会
的
存
在
形
態
が
、
い
わ
ゆ
る

「
賤
民
」

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

っ
た
た
め
に
、
身
分
意
識
上
の
不
浄
視
と
不
可
分
な
ま
で
に
複

合

し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
な
に
ゆ
え
の
不
浄
視
か
。
さ
ゐ
に

「
不
浄
」
視
と
は
な
に
か
。
そ
も
そ

も

「
不
浄
」
と
は
な
ん
で
あ
る
の
か
。
こ
こ
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
M

・
ダ
グ
ラ

三
五



人

文

学

論

集

ス
の
つ
ぎ
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

「汚
穢
と
は
本
質
的
に
無
秩
序
で
あ
る
。
絶
対
的

汚
物
と
い
っ
た
も
の
は
あ
り
得
ず
、
汚
物
と
は
そ
れ
を
視
る
者
の
眼
の
中
に
存
在

す
る
に
す
ぎ
な
い
」

「汚
穢

の
考
察

と
は
、
秩
序
の
無
秩
序
に
対
す
る
関
係

の
考

察
」
で
あ
る

(『汚
穢
ど
禁
忌
』
塚
本
利
明
訳

一
九
七
二
年
思
潮
社
刊
)。

不
浄
視
の
条
件
は
、
不
浄
視
の
対
象
に
即
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
や
は
り
不
浄

視
主
体
、

つ
ま
り
は
秩
序
の
側
の
視
座
の
あ
り
か
た
と
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
る

ま
い
。

わ
た
く
し
の
問
題
関
心
を
あ
ら
た
め
て
し
め
し
て
お
こ
う
。
中
世

に
お
け
る
人

身

(身
分
お
よ
び
身
体
)
へ
の

「
不
浄
」
視
と
、
そ
の
よ
う
な
偏
見
的
認
識
が
社
会

に
浸
透
す
る
う
え
で
仏
教
が
現
実
の
中
で
果
し
た
社
会
的
機
能
と

の
関

連

で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
問
題
設
定
は
、
あ
る

い
は
従
来

の
身
分
問
題
や
い
わ
ゆ
る
部
落
史

問
題
の
焦
点
を
や
や
そ
ら
せ
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
お
も
わ
れ
る
。

し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
人
身

へ
の
偏
見
と
仏
教
思
想
と
の
か
か
わ
り
は
中
世
人

の
な
ま
の

「精
神
」

の
領
域

に
お
い
て
と
ら
え
る
の
が
至
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

も
と
よ
り
た
と
え
ば
非
人
に
対

す
る

「
不
浄
」
視

を
指
摘

し
た
先
学

は
い

る
。
黒
田
俊
雄
氏
は

「非
人
」
す
な
わ
ち
乞
食

・
遊
芸
民

・
聖
な
ど
と
呼
ぼ
れ

た
人
び
と
を
と
り
あ
げ
、
か
れ
ら

は
公
的

・
私
的
所
有

の
対
象
で
は
な
く
、
体

制
か
ら
の
離
脱
者
で
あ
り
、
か
つ
、
か
れ
ら
は

「
卑
賤
」
視
さ
れ
る
と
と
も
に

「
不
浄
」
視
さ
れ
た
と
指
摘
し
た

(同

「申
世
に
お
け
る
身
分
制
と
卑
賤
観
念
」
『中

世
国
家
と
仏
教
』
一
九
七
五
年

岩
波
書
店
刊
)。

「不
浄
」
視
の
問
題
は
す
で
に
こ

こ
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
が
、

「
不
浄
」
視
と
そ
の
条
件
を
め
ぐ

っ
て
黒
田
氏

の
論
も
ま
た
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
氏
は

「
卑
賤
」

三
六

視
と
「不
浄
」
視
と
を

一
応

つ
か
い
わ
け
て
い
る
が
、
「不
浄
」
視
さ
れ
た
ど
い

う

「非
人
」

に
つ
い
て

「
同
じ
く
非
人
と
い
っ
て
も
聖
は
卑
賤
視
さ
れ
る
程
度

が
比
較
的
少
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
と
反
対

に
最
も
ひ
ど
く
卑
賤
視
さ
れ
た
の
が

キ
ョ
メ

・
河
原
者

・
エ
ッ
タ
と
い
わ
れ
た
人
た
ち
で
あ
っ
た
」
(三
八
〇
頁
)
と

述

べ
、
結
局

「
不
浄
」
視
を
、
よ
り
強
度
な
卑
賤
視

で
あ
る
と
み
な

し
て
い

る
。
そ
し
て

「不
浄
」
視

の
条
件
を
、
か
れ
ら

の
特
定

の

「芸
能
」
に
求

め

「
な
か
で
も

エ
ッ
タ
が
と
く
に
不
浄
と
み
ら
れ
て
い
た
」
の
は
屠
殺
と
い
う
芸

能
に
よ
る
と
述

べ
、

し
か
し

一
方
、

「非
人
と
い
う
だ
け
で
や
は
り
不
浄
視
さ

れ
て
い
た
」
例
を
も
あ
げ
て
い
る
。
(三
八
七
～
三
八
八
頁
)

黒
田
氏
の
所
説
は
、
そ
の
権
門
体
制
論
と
あ
わ
せ
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
こ
こ
で
の
主
題
に
そ

っ
て
い
え
ぼ
、
「
不
浄
」
視
を
ひ
ろ
く

「卑
賤
」
視

の

う
ち
の
度
合
い
の
強
い
意
識
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び

「
不
浄
」

視
の
条
件
を
、
非
人
た
ち

(不
浄
視
の
対
象
)
の
生
業
た
る
芸
能
に
即
し
て
と
ら

え
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
そ
の
説
明

に
む
り

が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
不
浄
」
視
主
体
の
視
座
は
、
身
分
(制
)
と
か
、
村
落
共
同
体
と
い
う
政
治

・

社
会
の
秩
序
、
ひ
い
て
は
農
耕
と
い
う
当
時

の
基
本
的
な
生
産
様
式
、
定
住
と
い

う
生
活
様
式
、
さ
ら
に
健
康
体
、
五
体
満
足
と
い
っ
た
要
す
る
に
〈
秩
序
〉
の
側

に
す
え
ら
れ
て
お
り
、
「不
浄
」
視
の
対
象
は
、
身
分

(制
)
外
の
身
分

つ
ま
り
体

制
か
ら
の
離
脱
、
土
ハ同
体
か
ら
の
脱
落
、
非
農
耕

へ
の
従
事
、
漂
泊

・
浮
浪
、
さ

ら
に
癩
者

・
不
具
と
い
っ
た
要
す
る
に
〈
秩
序
か
ら
の
逸
脱
〉
を
共
通
条
件
と
す

る
の
で
あ
る
。
八
秩
序
V

の
側
よ
り
く
秩
序
か
ら

の
逸
脱
V
を
視
た
と
き
不
浄
視

は
形
成
さ
れ
る
。



こ
の
〈
秩
序
か
ら
の
逸
脱
〉
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
<
秩
序
〉

の
形
成

・
確
立

が
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
鎌
倉
末
期
以
降

の
村
落
共
同
体

の
形
成
こ

そ
〈
秩
序
〉
形
成
の
基
本
条
件
で
あ

っ
た
。
こ
の
頃
、
生
活
様
式
か
ら
い
え
ば
、

定
住
と
浮
浪
の
区
別
が
よ
う
や
く
判
然
と
し
は
じ
め
、
社
会
構
造
か
ら
い
え
ぼ
血

縁
社
会
か
ら
地
縁
社
会

へ
の
転
換
が

よ
う
や
く
は
じ
ま

っ
た

(綱
野
善
彦
ほ
か

『南

北
朝
の
内
乱
』
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
日
本
歴
史

一
九
七
四
年
学
生
社
刊
)。

そ
し

て
こ

の
転

換
を
さ
か
い
に
身
分
意
識
の
卑
賤
視

に
大
き
な
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
さ
き

に
下
等
視
と
不
浄
視
と
を
ひ
と
た
び
区
分
す
べ
き
こ
と
を
の
べ
た
が
、
そ
れ
は
中

世
後
期
の
こ
と
で
あ
る
。
村
落
形
成

の
未
熟
、
つ
ま
り
農
民
の
土
地
所
有

の
弱
体

で
あ
っ
た
中
世
前
期
は
、
身
分
秩
序
内
の
上
i
下
と
い
う
関
係
以
外
で
も
、
農
耕

・
定
住
と
非
農
耕
∵

漂
泊
と
が
流
動
性
を
き
わ
め
て
い
た
。
そ
こ
で
は
非
農
耕

・

漂
泊
の
民
は
、
悪
党

・
悪
人
と
み
な
さ
れ
も
し
た
。
そ
こ
で
、
「悪
人
」
視
と

「不

浄
人
」
視
の
混
在
し
て
い
た
状
況
か
ら
、

「悪
人
」
視
が

「
不
浄
人
」
視
に
収
斂

さ
れ
て
く
る
状
況

へ
の
転
換
を
明
白

に
語
る
史
料
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

鎌
倉
末
期

(弘
安
の
頃
)
の
成
立
と
さ
れ
る

『
塵
袋
』

と
、

室
町
末
期

(天
文
元

年
)
の

『塵
添
壗
嚢
抄
』
と
の
比
較
で
あ
る
。

『塵
袋
』
巻
五
で
は

「
非
人
、

カ

タ
ヒ
、

エ
タ
ナ
ド

(略
)
名
ヲ
エ
タ

ニ
ツ
ケ
タ
ル

(略
)
天
竺

二
旃
陀
羅
ト
イ
フ
ハ

屠
者
也
。

イ
キ
物
ヲ
殺

テ
ウ
ル
エ
タ
躰

の
悪

人
也
」
と
「
悪
人
」
視
し
て
い
る

一
方
、
「キ

ヨ
メ
ヲ
エ
タ
ト
イ
フ
ハ
何
ナ
ル
詞
ソ
」
と
の
設
問
に

「
穢
多

ハ
根
本

ハ
餌
取
ト
云

プ
ヘ
キ
歟
」
と
答
え
て
、

「不
浄
人
」
視
し
て
も
い
る
。

と
こ
ろ
が

『
塵
添
壌
嚢

抄
』
巻
五
の
第
十
に
は

「
エ
ッ
タ
ト
云
付
也
常

ニ
ハ
穢
多
ト
書
ク
。
ケ
カ
レ
オ
ホ

キ
故
ト
云

(略
)

天
竺

二
旃
陀
羅
ト
云
モ
同
餌
取
体
ノ
膩
キ
者
也
」
と
あ

っ
て
、

中
世
に
お
け
る

「卑
賤
観
念
」
と
仏
教

そ
こ
で
は

「悪
人
」
視
は
ま

っ
た
く
脱
落
し
て
お
り
、
も
っ
ぱ
ら

「不
浄
人
」
視

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
鎌
倉
末
期
以
降
、
村
落
共
同
体
形
成

に
も
と
つ

く
、
住
人
の
、
非
農
耕
民
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
の
変
化

の
跡
が
知
ら
れ
る
。
な
お

『
塵
袋
』

の
所
説

は

「穢
多
」

の
文
字

の
初
例

で
あ
り
、
こ
の
字
を
充
て
た
者
を

め
ぐ
る
氏
の
考
察
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述

(　
)
す
る
。

　

第
八
論
文
の
検
討

触
穢
と
穢
身

第
八
論
文

「
申
世
の
触
穢
思
想
」

は
、
古
来
の

「
触
穢
」

(死
。
産

.
血
な
ど
の

穢
に
ふ
れ
る
こ
と
)
つ
ま
り

「
け
が
れ
の
思
想
」

の
中
世
的
構
造
と
は
な
に
か
、
を

問
い
つ
つ
、
触
穢
と
中
世
人
と
の
現
実
的
な
か
か
わ
り
か
た
、
浄
土
思
想
の
弘
通

と
触
穢
思
想
の
深
化
、
清
浄
回
復

の
あ
り
よ
う
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

と
く
に
中
心
部
分
た
る
三

「穢
土
と
穢
身
」
は
、
「
(略
)
仏
教
の
面
を
視
野
に
入

れ
て
く
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
触
穢

の
思
想
史
は
い
っ
そ
う
複
雑
な
様
相
を
呈
」

し
、
こ
こ
に
中
世
的
構
造
を
解
く

一
つ
の
鍵
が
あ
る
と
し
、
仏
教
と
く
に
鎌
倉
浄

土
教

に
お
け
る

「不
浄
」

の
理
解
や
教
説
を
重
視
す
る
。

す
な
わ
ち

『往
生
要
集
』
大
文
第

一
の

「厭
離
穢
土
門
」
を
ど
り
あ
げ
、
六
道

の
う
ち
の

「
人
道
」
が
不
浄

・
苦

・
無
常
で
構
成
さ
れ
て
い
る
な
か
で

「
不
浄
」

の
部
分
を
と
り
あ
げ
て
、
略
説
し

「
当
に
知
る
べ
し
、
こ
の
身
は
始
終
不
浄
な
る

こ
と
を
。
愛
す
る
所
の
男
女
も
ま
た
か
く
の
如
し
。
誰
か
智
あ
る
者
、
更

に
楽
着

を
生
ぜ
ん
」
と
い
う

一
節
を
引
い
た
あ
と
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
る
。

諸
経
典
に
拠
り

つ
つ
成
立
し
た
こ
の
叙
述
が
さ
し
示
す
と
こ
ろ
は
、
こ
の
穢

土

に
生
を
享
け
、
穢
土
に
生
き
、
穢
土
に
命
尽
き
る

「穢
身
」

の
確
認
で
あ

る
よ
う
に
思
え
る
。
生
き
た
る
己
が
身

の
内
な
る
不
浄
の
さ
ま
を
直
視
せ
よ

三
七



人

文

学

論

集

と
。

(二
七
五
頁
)

ま

た
、

仏

教

の
観

法

と

し

て

の

「
不

浄

観

」

に
ふ

れ

て

つ
ぎ

の

よ
う

に

の

べ
る
。

不

浄

観

と

は

肉

体

の
け

が

ら

わ

し

さ

を
観

想

し

て
煩

悩

や
欲

望

を
除

去

す

る
方

法

で
あ

っ

た

と

い
う

。

無

常

所

に
坐

し

て
、

空

し

く
散

り
転

が

る
人

骨

、

い
や

、

そ

こ

に
至

る

ま

で

の
死

屍
腐

乱

の
過

程

を

も

凝
視

し

つ

つ
、

己

が
煩

悩

・
欲

望

の

空

し
さ

に
想

い
至

る
方

法

で
あ

っ
た

と

い
う

。
人

の
身

は
生

ま

れ
な

が
ら

に

し

て
根

源

か
ら

汚

な

ら

し
く

、

儚

い
も

の

で
あ

る

の
だ
、

そ

の
こ

と

を

よ
く

観

想

し

て
、

い

っ
さ

い

の
妄

執

を

断

て
ー

そ

う

教

え

て

い
る

。

(
二
七
五
頁
)

こ

の

よ
う

な

『
往

生

要

集

』

の
所

説

の
理
解

、

お

よ

び

、
観

法

と

し

て

の

「
不

浄

観

」

に

つ
い

て

の
理

解

そ

の
も

の

は
、

こ

こ

に
引

用

し

た

か

ぎ

り

に
お

い

て
、

常

識

的

に
妥

当

で

あ
り

、

な

ん
ら
異

義

を

さ

し

は

さ

む
余

地

は

な

い
。

た

だ
、

こ

の

よ

う

な
仏

教

の
教

説

を
、

い
き

な

り

「
触
穢

思

想

」

に
即

自

的

に
短
絡

さ

せ

る
点

に
、

大

き

な
疑

問

を

い
だ

か
ざ

る

を
え

な

い

の

で
あ

る

。

み

ぎ

の
論

述

に

つ
づ

け

て

つ
ぎ

の

よ
う

に

の

べ

る
。

聖

た

ち

の
活

動

を

つ
う

じ

て

「
凡

夫

大

衆

」

ま

で
が

こ

の
思

想

に
浸

さ

れ

る

ま

で

は
、

あ

の

「
穢

」

と

い
う

も

の

は

「
悪

霊

」

の
手

で
、

「
外

」

か

ら
振

り

か

け

ら

れ

る
も

の

で

あ

っ
た
。

そ

し

て
、

そ

の

「
穢

」

は

一
定

の
服

忌

と

襖

袴

と

に

よ

っ
て
、

す

っ
き

り

と
払

拭

で
き

る
性
質

の
も

の

で
も

あ

っ
た

。

だ

が
、

こ

こ

で

の

「
不

浄

」

は
ち

が

う

。

浄

土

教

の
思

想

で
は

、
不

浄

H
穢

は
、

人

問

の
身

の

「
内

」

な

る

と

こ
ろ

か
ら

も
発

し

、
渦

巻

い

て

い
る

こ

と

を

人

び

と

に

さ

し
示

し

た

の

だ

っ
た
。

(略
)
内

か
ら

と
外

か
ら

a
t‐

°

(
二

七
五
～

二
七
六
頁
)

三
八

以
上
の
よ
う
な
中
核
部
分
を
ふ
く
む
第
八
論
文
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
点
が

み
い
だ
せ
る
。

1

「
不
浄
」
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
神
道
ほ

「
触
穢
」
と
、
仏
教

"

「
不

浄
観
」
法
お
よ
び
浄
土
教
的

「
穢
身
」
と
の
分
析
眼
が
あ
ま
く
、
概
念
の
混

乱
が
み
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
論
に
と
っ
て
致
命
的

で
あ

る
。

し
か
も
こ
れ

は
、
も

っ
と
も
基
本
的
な
問
題
点
で
あ
る
の
で
、
以
下

に
指
摘
す
る
各
問
題

点
の
す
べ
て
を
貫
流
す
る
も
の
で
あ
る
。

2

『
往
生
要
集
』
の
所
説
を
も
ふ
く
あ
て
、
仏
教
的

「不
浄
観
」

の
精
神
が
、

「
中
世
の
人
び
と
」
に
浸
透

・
定
着
し
て
い
た
と
い
う
前
提
を
無
条
件

に
想

定
し
て
い
る
が
、
こ
の
前
提
自
体
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
ど
く
に
中
世

②

後
期
で
は
ど
う
か
。

3

「不
浄
」
視
の
対
象
に
着
目
し
て
こ
れ
を
不
浄
の

「発
源
体
」
と
し
て
と
ら

え
、
そ
の
方
向

(内
か
ら
・
外
か
ら
)
を
注
視
し
て
い
る
が
、
不
浄
視
主
体

の

視
座
と
の
関
係
を
看
過
し
て
い
る
。

4

仏
教

の
〈
救
い
〉
に
関
し
て
、
浄
土
教

が
民
衆

の
心

に
灯
し
た

「光
明
」

と
、
そ
の
前
提
た
る

「内
な
る
穢
の
自
覚
」
と
を
、

ま
ず
並
列
的

に
と
ら

え
、

つ
い
で
両
者
を
切
り
離
し
、
結
局
、
後
者
を
重
視

・
強
調
し
て
い
る
の

は

「
宗
教
」
理
解
と
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

5

「
不
浄
」
の
浄
化
方
法
を
、

「
入
浴
」

の
み
に
も
と
め
て
い
る
。

そ
れ
は
ー

に
指
摘
し
た
点
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
心
の
浄
化
と
も
い
う
べ
き
懺
悔

・

滅
罪

(念
仏

・
法
華

・
真
言
)
の
機
能
が
ま
っ
た
く
看
過
さ
れ
て
い
る
。
(こ
れ

に
つ
い
て
ぼ
N
に
て
考
察
)

以
上
の
諸
点
を
ふ
ま
え
て
、
以
下
に

一
括
し
て
私
論
を
展
開
し
た
い
。



ま
ず
不
浄

の
内
容

を
、
氏

が
根

拠

と
し
て
い
る

『往
生
要
集
』
や

「
不
浄

観
」
法
の
思
想
自
体

に
即
し
つ
つ
検
討
す
る
。
古
来
の

「触
穢
」
に
つ
な
が
る
不

浄
と
、

浄
土
教
の

「
穢
身
」
「穢
土
」

の
不
浄
お
よ
び

「不
浄
観
」
法
の
対
象

た

る
不
浄
と
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
原

理
的
な
落
差
を
把
握

し

て
お
く
必
要
が
あ

㈲

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
か
つ
て
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ま
略
説
す
れ
ば
こ

う
で
あ
る
。
前
者
は

「
死
生
等

ノ
禁
忌

ヲ
モ
テ
穢
」
と
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に

対

し
て
後
者
は

「
生
死
煩
悩

ヲ
モ
テ
穢
」
と
す
る
の
で
あ
る

(存
覚

『破
邪
顕
正

鈔
』
中
)。

も

っ
と
も
、
不
浄
観
法

の
う
ち
九
想
観

(死
屍
の
腐
敗
し
て
い
く
過
程
を

九
段
階
に
分
け
て
観
ず
る
法
)
の
対
象
は
、

ま
さ
に
古
来

の
触
穢

の
な
か
で
も
主
た

る
対
象
の
死
穢
ー
黒
不
浄
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
た
、

『往
生
要
集
』
の
感
覚
的

な
描
写
に
お
け
る

「
不
浄
」
は
、
直
接

的
に
は

「煩
悩
」
と
は
み
な
し
が
た
い
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
に
混
乱
を
誘
発
す
る
因
が
あ
る
。
ま
た
両
者
を
、
倫
理
思
想
と
し

て
と
ら
え
、
前
者
を
外
面
的
な

「
ツ
ミ

・
ケ
ガ

レ
」
、
後
者
を

「内
面
的
」
な

「罪

悪
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
差
別

と
触
穢

と
い

う
主
題
に
ど
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
触
穢
意
識
と
か
、
穢
身
観

・
不
浄
観
の
対
象

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「不
浄
」
に
対
す
る
知
覚

・
認
識

主
体
の
視
座
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ぼ
触
穢
の
場
合
は
、
特
定

他
者

(
の
死
・
産

・
血
、
そ
の
他
)
を
不
浄
視
し
て
、

こ
れ
を
感
覚
的
に
禁
忌
す
る

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
仏
教
-
浄
土
教

の
場
合
は
、
自
己
自
身

(を
と
お
し
て
、
普

遍
的
人
間
の
根
源
的
存
在
そ
の
も
の
)
を
不
浄
視
し
て
、
こ
れ
を
自
覚
的
に
凝
視
す
る

の
で
あ
る
。
端
的

に
い
え
ば
、
他
者

の
な
か
に
特
定
の
不
浄
を
視
る
立
場
と
、
自

己

の
な
か
に
普
遍
の
不
浄
を
視
る
立
場

と
の
差
異
で
あ
る
。
黒
不
浄
の
禁
忌
と
九

想
観
の
よ
う
に
、
対
象
が
同
じ
く

「死
穢

(屍
)」
で
あ
る
場
合
で
も
、
こ
れ
に
対

申
世
に
お
け
る

「卑
賤
観
念
」
と
仏
教

す
る
姿
勢
が
根
本
的
に
異
な
る
の
で
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
後
者
は
前
者
を

超
克
す
る
原
理
を
も

つ
。
法
然
が

「
仏
教
に
忌
と
い
ふ
こ
と
な
し
」
(『
一
百
四
十

五
個
条
問
答
』
)
と
宣
言
し
た
の
は
、

そ
の
意
味
で
、
わ
が
国
精
神
史
上
の
画
期
を

な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
理
的
な
異
質
性

・
異
次
元
性

・
方
向

の
ち
が
い

を
ま
ず
把
握
し
て
お
き
た
い
。

つ
ぎ
に
、
主
題
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
人
身

へ
の
不
浄
視
と

い
う

「他
者

へ
の
差
別
的
な
ま
な
ざ
し
」
が
、
基
本
的
に
両
者
の
い
ず
れ
に
か
か
わ
る

も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
ど
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
古
来
の
触
穢
思
想
こ

と
が
そ
の
母
胎
で
あ
り
浄
土
教
に
は

「他
者

へ
の
差
別
的
ま
な
ざ
し
」
と
い
う
発

想
自
体
が
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
主
体
の
意
識
に
お
い
て
は
自

己
自
身

の
う
ち
に
人
間

の
普
遍
的
な
不
浄
を
自
覚
し
た
と
き
、
特
定
他
者

へ
の
差

別
的
偏
見
を
の
り
越
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
氏
の
言
の
ご
と
く
、
浄

土
教
が
、
そ
の

「
不
浄
」
観
を
介
し
て
、
触
穢

の
思
想
を
深
め
、
ひ
い
て
は
他
者

へ
の
差
別
的
認
識
を
助
長
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ま
ず
、
認
識

主
体
の
視
座
の
転
換
が
あ

っ
た
と
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
ず
、
か
つ
ま
た
、
そ
の
転
換

の
契
機
と
し
て
の
歴
史

・
社
会
的
条
件
を
明
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ

の
よ
う
な
論
証
を
ぬ
き
に
し
て
ー
と
い
う
こ
と
は
み
ぎ
の
よ
う
な
原
理
的
格
差
を

無
視
し
て
浄
土
教
の

「
不
浄
」
観
が
即
自
的
に

「
け
が
れ
の
思
想
史
」

の
申
世
的

構
造
の
鍵
で
あ
る
と
す
る
論
は
、
な
ん
と
し
て
も
承
服

で
き
な
い
。
も
し
、
か
り

に
氏
の
立
場
か
ら
は
、
み
ぎ
に
解
明
し
た
原
理
的
格
差
と
か
、
質
的
懸
隔
ど
い
う

こ
と
が
ま

っ
た
く
問
題
に
な
ら
ず
、
現
実
社
会
の
な
か
で
は
と
も
に

「
不
浄
」
な

る
も
の
と
し
て
結
果
的
に
機
能
し
た
と
み
る
の
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
こ
に
、
切
り

捨
て
ら
れ
る
あ
ま
り
に
も
多
く
の
重
要
な
思
想
内
容
が
あ
る
だ
け
に
、
氏

の
根
本

三
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人

文

学

論

集

的
立
場
自
体
が
根
底
的
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
人
身

へ
の
不
浄
視
を
ふ
く
め
て
、
外
界
に
関
す
る
す
べ
て
の

「
不
浄
」
視
の
場
合
、
不
浄
と
は
そ
れ
を
視
る
者

の
眼

の
な
か
に
存
在
す
る
に
す

ぎ
ず

(前
述
)、

一
方
ま
た
、
浄
土
教
的
不
浄
観

の
場
合
、
た
と
え
ば

「
有
漏
の
穢

身
」
の
穢
と
は
、
そ
れ
を
自
覚
す
る
認
識
主
体

の
意
識

の
な
か
に
存
在
す
る
に
す

ぎ
な
い
。

い
ず
れ
の
場
合
も
、

「不
浄
」
な
る
も
の
を
固
定

・
不
変
の
実
体
的
な

も
の
ど
解
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
浄
の

「
発
源
体
」
な

る
も
の
を
想
定
し
て
、
そ
の
方
向
を
、
外
か
ら
振
り
か
か
る
も
の
、
と
か
内
か
ら

発
す
る
も
の
と
み
な
す
錯
覚
に
は
、
先
入
的
偏
見

の
伏
在
を
察
知
さ
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
さ
き
に
人
身

へ
の

「卑
賤
観
」
を
下
等
視
と
不
浄
視
と
い
う
ふ
う
に
あ

え
て
図
式
的
な
区
分
を
し
、
不
浄
そ

の
も
の
を
本
質
的
に
は

「
無
秩
序
」
で
あ
る

と
す
る
説
を
援
用
し
て
整
理
し
た
の
は
、
そ
れ
が
歴
史
社
会
の
実
態
を
理
解
す
る

う
え
で
有
効
で
あ
る
以
上
に
、
じ
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
先
入
的
偏
見
を
打
破
す
る

う
え
で
有
効
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ど
こ
ろ
で
現
実
社
会

の
中
に
お
い
て
、
自
覚
的
か
つ
普
遍
的
な
不
浄
意
識
が
特

定
他
者

へ
の
不
浄
視
を
の
り
超
え
得

た
例
は
念
仏
聖
の
な
か
に
み
ら
れ
る
。
古
来

根
づ
よ
い
死
穢

の
忌
避
意
識
を
か
れ
ら
が
超
克
し
き
っ
て
い
る
歴
史
事
実
と
し
て

は
、
葬
送
儀
礼

へ
の
主
体
的
関
与
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
空
也
以
来
、
念
仏

聖
た
ち
は
、
死
者
追
善
-
葬
送
に
積
極
的
に
従
事
し
て
き
た
が
、
か
れ
ら
と
て
古

㈲

来

の
死
穢

の
禁
忌
を
文
化
的
体
質
と
し
て
内
に
も

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
か
れ
ら
が
こ
れ
を
よ
く
の
り
超
え
た
の
は
、
自
身
を
と
お
し
て
人
間

一
般
の

「
普
遍
的
な
不
浄
」

の
自
覚

を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
端
的
に
い

え
ば
、
触
穢
意
識
は
浄
土
教

の
穢
土

・
穢
身
観
に
た
つ
こ
と
に
よ

っ
て
克
服
さ
れ

四
〇

た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
旧
仏
教
が
、
依
然
と
し
て
触
穢
意
識
と
同
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た

の
と
対
照
的
で
あ
る
。
柳
田
国
男
は

『先
祖
の
話
』
の
な
か
で

「
死
穢
を
忌
む
こ

と
、
是
れ
が
我
々
の
生
活

の
大
き
な
拘
束
で
あ
っ
た
」
が

「仏
教
も
殊
に
民
間
に

流
布
し
た
宗
旨
で
は
、
寧
ろ
こ
れ
を
嫌
は
ぬ
と
い
ふ

一
大
特
徴
を
以
て
、
平
た
く

言
ふ
な
ら
ば
競
争
に
勝

っ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘

し
た
が
、
浄
土
教
が

「
勝

っ

た
」
因
由

の
根
本
に
は

「普
遍
的
な
不
浄
」
の
自
覚
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
差
別
に
つ
な
が
る
特
定
他
者

へ
の
不
浄
と
、
平
等
に
つ
な
が
る
普
遍
-

自
「巳
の
不
浄
と
が
、
民
衆
意
識
の
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
例
を
、
説
話
の

な
か
に
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
。

『今
昔
物
語
』
巻
六
の
第
六
話

「
玄
弉
三
蔵
天
竺
伝

法
帰
語
」
(日
本
古
典
文
学
大
系
36
『
今
昔
物
語
集
』
二
)
の
う
ち
、
こ
こ
に
引
用
す
る

の
は
、
玄
弉
が
、
か
つ
て
病
人

(じ
つ
は
観
音
の
化
身
)
の
膿
汗
を
み
つ
か
ら
吸
い

尽
し
て
癒
し
、
観
音
か
ら

『心
経
』
を
授
か
っ
た
く
だ
り
で
あ
る
。
身
に
瘡
の
病

が
あ
ら
て
首
か
ら
足
の
先
ま
で
燗
れ
て
、
堪
え
難
い
悪
息
を
放

つ
女

人

に
向

っ

て
、

玄
弉
が
わ
け
を
た
つ
ね
る
と
、
「
わ
が
身
の
膿
汗
を
全
部
吸
い
つ
く
し
舐

っ

て
も
ら
え
た
な
ら
病
は
な
お
る
の
で
す
」
と
答
え
る
。
こ
れ
を
聞
い
だ
玄
弉
は
涙

と
と
も
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
る
。

汝
ガ
身

ハ
既

二
不
浄

二
成
リ
。。,
。

我
ガ
身
忽

二
不
浄

二
非
ズ
ト
云
ヘドモ
、
思

ヘ
バ
亦
、
不
浄
也
。
然
レ
バ
、
同
ジ
不
浄
ヲ
以
テ
自
カ
ラ
浄
,,
思
ヒ
、
他
ゾ

穢

マ
ム
、

極
テ
愚
也
。

然

レ
バ
、

我
、

汝
ガ
身
ヲ
吸

ヒ
舐

テ
汝
ガ
病
ヲ
救

ハ
ム
ト
Q

自

分

の
身

は
、

あ

な

た

と
ち

が

っ
て
、

現

に
不

浄

で
あ

る

と

い

う

わ

け

で

は

な

い
。

と

い

っ
て
も

、

自

ら

省

れ

ぼ

、

や

は
り

同

じ

く
不

浄

の
身

な

の
だ

。

で
あ

れ

ば

、

と
も

に
不

浄

の
身

で
あ

る

の

に
、
自

分

は
浄

ら

か

で
あ

る

と

お

も

い
、

他

者

、



を
穢
い
と
お
も
う
の
は
大
変
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
ゆ
こ
こ
に

「
同
U
不

浄
」

と
い
う
の
は
、
玄
弉
の
立
場
か
ら
み
た
、

つ
ま
り
、
自
覚
的
内
省
的
視
座
に

た

っ
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
る
。
無
差
別

・
平
等
に
つ
な
が
る
、
普
遍
的
不
浄
視

が
差
劉
に
つ
な
が
る
特
定
他
者

へ
の
不
浄
視
に
つ
な
が
ら
な
い
ば
か
り
か
、
む
し

ろ
こ
れ
を
抑
制
す
る
方
向
に
機
能
し
た
こ
と
が
推
考
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
説
話

例
は
そ
の
後
、

『打
聞
集
』
『
三
国
伝
記
』
『
撰
集
抄
』
な
ど
に
語
り

つ
た
え
ら
れ

、
て
い
っ
た
事
実
を
重
視
し
て
お
き
た

い
。

み
ぎ
の
よ
う
な
、
私
の
検
討
結
果

に
対
し
て
、
氏
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
反
論
さ
れ

る
か
も
知
れ
な
い
。
特
定
他
者

へ
の
不
浄
視
を
主
体
的
に
超
克
す
る
こ
と
は
、
現

実
の
歴
史

・
社
会
の
な
か
で
は

「差

別
」

の
し
く
み
を
い
さ
さ
か
も
改
変
し
た
こ

と

に

は

な

ら

な

い

と
i

。

た
し
か
に
Y
中
世
の
仏
教
-
浄
土
教
が
、
現
今
い
う
と
こ
ろ
の

「解
放
」
を
志

向
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
、
と
い
う
意
味
で
は
、
客
観
的
に
は
ま
さ
に
差
別
の
温

存
を
結
果
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
、
浄
土
教
の
信
仰

主
体

の
意
識
を
氏
自
身
聞
題
に
す
る
か
ぎ
り
、
た
と
え
ぼ

エ
タ
に

「
穢
多
」

の
文

字
を
充
て
た
者
が

「仏
家

(そ
れ
も
浄
土
教
系
の
そ
れ
)
で
あ

っ
た
か
、

も
し
く
は

浄
土
思
想
に
骨
髄
ま
で
浸
さ
れ
て
い
た
公
家
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
は

「
人
間

の
群

の
中
に
も
と
り
わ
け
穢
に
み
ち
た
る
者
を
発
見
し
、
こ
れ
を
不
当
に
差
別
し
つ
づ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配
者
と
し
て
の
優
越
性
を
保
と
う
と
す
る
情
念
が
働
い
て

い
た
」
(二
七
七
頁
)
と
い
う
論
は
、

た
だ
ち
に
あ
ら
た
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
の
行
為
主
体
が
浄
土
教
家
も
し
く
は
浄
土
教
の
信
奉
者
で
あ
る
な

ら
ぼ
、
他
者
の
な
か
に

「
と
り
わ
け
穢
に
み
ち
た
る
者
を
発
見
す
る
」

と
い
う
発

想
の
生
じ
る
こ
ど
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

中
世
に
お
け
る

「卑
賤
観
念
」
と
仏
教

つ
ぎ
に
不
浄
視
さ
れ
、
差
別
さ
れ
る
側
に
と
っ
て
の
浄
土
教
の
救
済
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。
氏
は
、
浄
土
教
の
救
い
を
、
ま

っ
た
く
評
価
し
な
い
と
い
う
立

場
に
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
救

済

と
浄
土
教
的

「不
浄
」
1
「罪
業
」
の
自
覚
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
法
然

や
親
鸞
や
、
か
れ
ら
の
ま
わ
り
の
聖
た
ち
す
べ
て
に
よ
る
唱
導

・
説
法
が

「
凡
夫

大
衆
」
の

「
心
根
に
も
光
明
を
投
じ
た
こ
と
を
疑
う
も
の
で
は
な
い
」
と
明
言
し

な
が
ら
も
、

つ
づ
け
て

し
か
し
そ
の
光
明
は
、
己
が
身
の
内
に
浄
物
微
塵
も
な
く
、
い
っ
さ
い
皆
こ

れ
不
浄
の
物
を
流
出
す
る
の
み
、
と
い
う
確
認
を
へ
て
こ
そ
、
た
し
か
な
の

で
あ
る

(二
七
五
～
二
七
六
頁
)

と
論
断
し
、

「穢
身
」

の
自
覚
を
強
調
し

「
己
が
身
の
内
」
の

「穢
身
」
の

「自

覚
」
内
容
を
問
う
の
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
氏
の
こ
の
立
場
は
、

た
と
え
ば
、

「鎌
倉
新
仏
教
」
が

「彼
岸
で
の
願
念
成
就
に
関
す
δ
民
衆

の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を

地
盤
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
」
、
「人
間
的
苦
悩
の
現
実
的
根
源
に
対
し
て
無
知
覚

な
ら
し
め
た
」
(永
田
広
志

「封
建
仏
教
論
」
『
日
本
封
建
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
)
と

い

う

よ
う
な
見
解
と
は
異
な
る
。
氏
に
よ
れ
ば
民
衆

は

「穢
身
」

の
自
覚
を
強
い
ら
れ

た
は
て
に

「光
明
」
を
得
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「己
れ
が
身
の
内
」
の

「
穢
身
」

の

「
確
認
」
の
な
か
に
、
氏
は
、
民
衆

の

「
人
間

的
苦

悩
」
を
み

て
と

っ
て
い

る
。
そ
し
て
、、
そ
の
ゆ
え
に
こ
そ

「
現
実
的
根
源
」
を
告
発
す
る
。
し
か
し
、
信

仰
主
体

の
意
識
内
部
に
ふ
み
こ
む
か
ぎ
り
、
た
と
え
ば

有
漏

の
穢
身

ハ
カ
ハ
ラ
ネ
ド

心

ハ
浄
土

ニ
ア
ソ
ブ
ナ
リ

と
い
う

一
句

(親
鸞

「帖
外
和
讃
」
『真
宗
聖
教
大
全
』
下
巻
)

は
、

断
じ
て
苦
悩
や

四
一



人

文

学

論

集

悲
嘆
で
は
な
く
歓
喜
の
う
た
な
の
で
あ
る
。

主
題
に
そ
っ
て
い
う
な
ら
、

「有
漏

の
穢
身
」
の
自
覚
は
、
身
分
意
識
と
し
て
の

「不
浄
」
視
に
つ
な
が
ら
な
い
ば
か

り
か
、
み
つ
か
ら
の
被

「不
浄
」
視

を
も
主
体
的
に
超
克
す
る
の
で
あ
る
。

W

第

九
論
文

の
検

討

業
罰

と
仏

教

第
九
論
文

「
中
世
民
衆
史
に
お
け
る

『癩
者
』
と

『不
具
』
の
閊
題
」
は
、
中

世
社
会
に
お
け
る

「癩
者
」
・
「
不
且
ハ」
に
対
す
る
差
別
観
念
を
ど
り
あ
げ
、
そ
の

社
会
的
回
路
を
考
察
し
、
そ
の
差
別
観
念
の
大
き
な

一
源
泉
を

「仏
教
」
思
想
に

見
出
す
の
で
あ
る
。
く
り
か
え
す
ま

で
も
な
く
氏
は
、
こ
の
場
合
も
仏
教
者
の
意

図
と
か
本
意
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
結
果
し
た
機
能

の
面
で
仏
教
を
と

㈲

ら
え
る
。「癩

者
」
と
て
差
別
す
る
な
か
れ
、

「
不
具
」
と
て
嘲
罵
す
る
な
か
れ
、

す

べ
て
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
仏
子
で
あ
り
平
等
で
あ
る
ー
と
教
え
さ
と
す

仏
教

の
思
想

の
体
系

の
内
に
、
「癩
者
」
「不
且
ハ」
を
は
じ
め
ど
す
る
す
べ
て

の
被
差
別
者

へ
の
差
別
的
処
遇

を
排
斥
す
る
信
念
の
あ

っ
た
こ
と
を
疑
う
も

の
で
は
け
っ
し
て
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

つ
ね
に
己
れ
の

「
業
」
を
深
く

省
み
つ
つ
、
人
と
し
て
在
る
べ
き
道
を
歩
め
、
と
教
え
さ
と
す
に
さ

い
し

0

て
、
「癩
者
」
「
不
且
ハ」
を

「畳
未
罫
則」

の

「珥
〃報
」

の
極
致
と
し
て
提
二小
し
た

こ
と
は
、
現
実
の
社
会
的
諸
関
係

の
中
で
機
能
す
る
場
合
、
生
身
で
生
き
つ

②

③

づ
け
て

「猶
命
を
惜
し
む
」
「
癩
者
」
「不
具
」
た
ち
に
対
す
る
人
び
と
の
偏

見
を

"合
理
"
的
な
も
の
と
す
る
に
与

っ
て
力

が
あ

っ
た
の
み
な
ら
ず
、

④「癩
者
」
「不
具
」
じ
し
ん
の
内

に
、

自
ら
を
、

一
塊
の
穢
、

「業
罰
」
を
蒙

り
し
者
、
と
観
ず
る
意
識
を
定
着
さ
せ
た
の
で
は
な
か

っ
た
か
。
い
わ
ゆ
る

四
二

満
た
さ
れ
ざ
る
不
遇
の
人
び
と
に
光
を
投
げ
か
け
、
救
済

の
道
を
仏

の
名
に

お
い
て
さ
し
示
そ
う
と
し
た
教
義
が
、
同
時
に
差
別

の
認
識
を
整
序
し
定
型

化
し
、
そ
し
て
不
抜
の
も
の
と
し
た

(略
)。

(ご
二

五
頁
)

い
ま
傍
線
を
ほ
ど
こ
し
た
四

つ
の
部
分
に
問
題
点
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
論
述

に

は
つ
ぎ
の
よ
う
な
根
拠
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
根
拠
を
と
お
し
て
四

つ
の
問
題
点
を
適
宜
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
救
癩
に
献
身
的
に
活
動
し
た
鎌
倉
末
期
の
律
僧
、
叡
尊

・
仁
性
に
対
し

て
、
「不
朽
の
光
輝
を
放

つ
も
の
」
、
と
評
価
し
た
う
え
で
、
仏
教
内
部
に
お
け
る

「癩
」
認
識
の
あ
り
方
を
問
う
べ
く
、

叡
尊
の
し
た
た
め
た
文
永
六
年

(
=
一六

九
)
三
月

の

「願
文
」
を
と
り
あ
げ
る
。

A

或
有
下受
壱
目
聾
報
一之
者
上
、
或
有
下嬰
ゴ疥
癩
病
一之
者
上
、
謂
二彼
前
業
一、
則

誹
謗
二大
乗
一之
罪
、
雖
レ歴
二泥
梨
一、
猶
未
レ
尽
、
見
二其
現
報
一、

B

爰
有
二
一
霊
場
一、
称
日
二般
若
寺
一、

南
有
二
死
屍
之
墳
墓
一、

為
下救
二亡
魂
一

媒
上
北
有
二疥
癩
之
屋
舎
一、
得
下懺
二宿
罪
一之
便
上
(
三
〇
八
～
三
〇
九
頁
)

こ
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
が
、
氏
の
主
た
る
関
心

は
、
A
に
よ
せ
ら
れ

て
い

る
。

す
な
わ
ち
盲

・
聾

・
疥
癩
者
が

「前

(世
の
)
業
」
の
報
い
で
あ
り
、

そ
の

業
と
は
大
乗
誹
謗

の
罪
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
癩
旺
業
罰
の
観
念
、
さ
ら
に

は

「仏
教
そ
れ
じ
た
い
の
も
つ
差
別
性
」
に
注
目
す
る
。
と
こ
ろ
が

一
方
、
B
す

な
わ
ち
般
若
寺

の
南

の
墓
が
亡
魂
救
済

の
媒
を
な
し
、
北
に
疥
癩
者
の
収
容
屋
舎

が
あ
り
、
前
世
の
宿
業
を
消
滅
さ
せ
る
べ
き

「懺
悔
」

の
た
め
の
便
を
設
け
て
い

る
、
と
い
う
点
に
は
な
ん
ら
積
極
的
な
関
心
が
よ
せ
ら
れ
て
い
な
い
(問
題
点
①
)。

そ
の
こ
と
は
、

つ
づ
い
て
仏
教
者
内
部
の
も
の
と
し
て
引
く

『
法
華
経
』
普
賢
菩

薩
勧
発
品
の
末
尾
の

一
節
の
解
釈
の
し
か
た
に
も
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。

つ
ぎ
に



『
法
華
経
』
の
本
文
を
あ
げ
よ
う
。

若
し
人
あ
り
て
、
こ
れ
を
軽
し
め
毀
り
て

「汝
は
狂
人
な
る
の
み
、
空
し
く

こ
の
行
を
作
し
て
終
に
獲
る
所
な
か
ら
ん
」
と
言
わ
ば
、
か
く
の
如
き
罪
の

報
は
、
当
に
世
世
に
眼
な
か
る

べ
し
。
若
し
こ
れ
を
供
養
し
讃
歎
す
る
者
あ

ら
ば
、
当
に
今
世
に
お
い
て
現

の
果
報
を
得

べ
し
。
若
し
復
、
こ
の
経
を
受

持
す
る
者
を
見
て
、
そ
の
過
悪

を
出
さ
ば
、
若
し
く
は
実
に
も
あ
れ
、
若
し

く
は
不
実
に
も
あ
れ
、
こ
の
人

は
現
世
に
白
癩
の
病
を
得
ん
。
若
し
こ
れ
を

軽
笑
せ
ば
、
当
に
世
世
に
牙

・
歯
は
疎
き
欠
げ
、
醜
き
唇
、
平
め
る
鼻
あ
り

て
、
手
脚
は
繚
れ
戻
り
、
眼
目
は
角
瞭
み
、
身
体
は
臭
く
穢
く
、
悪
し
き
瘡

の
膿
血
あ
り
、
水
腹

・
短
気
、
諸

の
悪
し
き
重
病
あ
る
べ
し
。

(三
一
三
頁
)

こ
こ
で
も
ま
た
、
氏
が
と
く
に
注
目
す
る
の
は

「癩
」
そ
の
他
の
現
世
に
う
け
る

業
罰
、

つ
ま
り
現
報

の
負

の
面
で
あ

っ
て
、

「若
し
こ
れ
を
供
養
し
讃
歎
す
る
者

あ
ら
ば
、
当
に
今
世
に
お
い
て
現
の
果
報
を
得

べ
し
」
と
い
う
正

の
面

で
は
な

い
。
こ
れ
を
要
す
る
に
氏
に
あ
っ
て
は
、
三
世
因
果
思
想
を
め
ぐ

っ
て
く
負

の
現

報
V

の
み
を
重
視
す
る
と
い
う
立
場
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

1

負
の
現
報

(前
世
の
業
罰
の
現
報
)
を
重
視
し
、

一
方

2

正
の
現
報

(現
世
安
穏
)
を
無
視

し
、

3

現
世
で
の
懺
悔

(業
障
消
滅
の
意
義
)
を
無
視
し
、
ひ
い
て
は

4

来
世
で
の
救

い

(後
生
善
処
)
を
無
視
す
る
。

三
世
を
認
め
な
い
現
世

(現
実
)
主
義
は
氏
の
も

っ
と
も

基
本
的
な
立
場
で
あ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て

「前
世
」

の
悪
業

の
現
世
に
お
け
る
結
果
の
み
を
重
視
し
て
他

を
す
べ
て
視
野
か
ら
切
り
捨
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
現
世
で
の
よ
き
果
報

を
も
無
視
す
る
の
は
当
面
の
主
題
が

「
癩
」
と
い
う
悪
果

で
あ
る
た
め

で
あ
ろ

中
世
に
お
け
る

「
卑
賤
観
念
」
と
仏
教

う
。
氏
が
現
報
を
、
し
か
も

「負
」
の
そ
れ
の
み
を
と
り
あ
げ
て
強
調
す

る
の

は
、
氏
の
立
場
か
ら
す
れ
ぼ
当
然

の
帰
結
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
検
討
す

べ
き
問
題
点
③
は
癩
者
た
ち

へ
の
人
び
と
の
偏
見
を

"合
理
"
的
な
も
の
と
さ
せ
た
か
ど
う
か
、
さ
ら

に
い
え
ば
、
仏
教
者
内
部

の

「癩
」
認
識

の
あ
り
方
が
、
は
た
し
て
氏
の
い
う
と
お
り

一
般
社
会
で
の
癩
者

へ

の
差
別
的
認
識
を
整
序
し
定
型
化
し
、
不
抜
の
も
の
と
し
た
か
否
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
す
く
な
く
と
も

つ
ぎ
の
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
中
世
人

が
、
癩
に
関
す
る
仏
教
的
認
識
に
接
し
た
と
き
、
か
れ
ら
は
、
氏

の
よ
う
に
三
世

思
想
の
な
か
か
ら

「負

の
現
報
」
だ
け
を
抽
き
出
し
て
理
解
し
た
の
で
は
決
し
て

な
く
、
癩
11
業
罰
の
教
示
を
あ
く
ま
で
も

「
三
世
」
に
わ
た
る
因
果
応
報
の
思
想

と
し
て
、
し
か
も
こ
れ
を
自
己
自
身
の
問
題
と
し
て

「信
受
」
し
た
に
ち
が
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
か
れ
ら
に
と
っ
て
の

「
業
罰
」

へ
の
恐
れ

は

「偏
に
先
業
の
重
罪
を
今
生
に
消
し
て
、
後
生
の
三
悪
を
脱
れ
」
(日
蓮

「佐
渡

御
書
」
)
る
べ
き
懺
悔
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

か
り
に
現
世
安

穏

・
後
生
善
処
を
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
み
る
視
点
に
た
つ
な
ら
ば
、
癩

ほ
業
罰

の
思

想
も
ま
た
絵
空
事
ど
映
る
で
あ
ろ
う
。
仏
教

の
教
説
が
現
実

の
な
か
で
機
能
し
え

た
か
ぎ
り
そ
こ
に
は
、
教
説
の
社
会
的

「信
受
」
が
前
提
に
あ
る
は
ず
で
あ
り
、

そ
の
信
受
は
三
世
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
か
ぎ
り

「癩
」
な
る
宿
業

は
断
じ
て
固
定

・
不
変

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
問
題
点
②

の

「癩
人
、
猶
命
を
惜
し
む
」
の
部
分
を
検
討
し
よ
う
。
氏

は
こ
れ
を
も

っ
て

「
こ
の
こ
と
ば
の
背
景
に
、
医
療
な
き
ま
ま
に
生
き
な
が
ら
朽

ち
果
て
て
ゆ
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
び
と
の
姿
が
あ
り
、
や
が
て
朽
ち
果

て
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
な
が
ら
も
懸
命

に

『
生
』
を

つ
づ
け
よ
う
と
し
た

四
三



人

文

学

論

集

『
癩
者
』
た
ち
の
姿
が
あ

っ
た
」
と

い
い
、

「
そ
の
病
に
光
明

の
さ
し
そ
あ
た
の

が

一
九
四
七
年

(サ
ル
フ
ァ
剤
の
プ
ロ
ミ
ン
が
日
本
で
発
表
さ
れ
た
年
ー
引
用
者
註
)
以

降
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば

『猶
命
を
惜
し
む
』

の

一
語
が
重
い

(二
九
八
～
二
九
九

頁
)」
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
こ
と
ば
は
、

氏
も
引
用
し
て
い
る
よ

つ
に
日
蓮

の

「佐
渡
御
書
」

の

一
節

「
世
間
に
人
の
恐
る
丶
者
は
、
火
炎

の
中
と
刀
剣

の
影

と
、
此
身
の
死
す
る
と
な
る
べ
し
。
牛
馬
、
猶
身
を
惜
し
む
、
況
や
、
人
身
を
や
。

癩
人
、
猶
命
を
惜
し
む
、
何
況
、
壮
人
を
や
」

に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
な
に
よ
り
も
、
癩
者
を
ふ
く
め
て
人
間

一
般
の
も
つ

「此
身

の
死
す
る
こ
と
」

へ
の
恐
れ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
や
が
て
朽
ち
果
て
る

こ
と
」

を
知
り
な
が
ら
文
字
ど
お
り

「
懸
命
に
」

「
生
を
つ
づ
け
よ
う
」
と
す
る

の
は
、
じ
つ
は
人
閥
普
遍
の
姿
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
ず
る
苦
悩
は
、
決
し
て

「癩

者
」
(被
差
別
者
)
ゆ
え
の
そ
れ
で
は
な
く
、

こ
れ
こ
そ
仏
教
が
元
来
、
真
正
面
か

ら
と
り
組
ん
だ
人
間
の
普
遍
的
か
つ
根
源
的

な

「死
苦
」
そ
の
も

の
で
あ
る
。

「癩
人
、

猶
命
を
惜
し
む
」
の

一
語

の
背
景

に
、

人
間
普
遍
の

「
死
苦
」
を
み
る

私
に
は
、
こ
の

一
語
こ
そ
、
コ
ニ
世
L
思
想
か
ら
前
世

・
後
世
を
切
り
捨

て
て
か
え

り
み
な
い

「
現
世
」
主
義

へ
の
、
痛
烈
な
告
発
で
あ
る
と
さ
え
お
も
わ
れ
る
。
そ

の
意
味
で
こ
の

コ

語
が
重
い
」
。

し
か
も

「癩
者
」
ゆ
え
の
苦
患
に
か
ぎ

っ
て

み
て
も
、

「
そ
の
病
に
光
明
の
さ
し
そ
め
た
」
の
は
は
た
し
て

コ

九
四
七
年
以

降
」
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
前
は
か
れ
ら
に
と
っ
て

「光
明
」
は
絶
無
で

あ

っ
た
ろ
う
か
。
否
、
医
療
の
み
が
光
明
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
仏
教
こ
そ
が

医
療

の
未
発
達
の
段
階
に
お
い
て
、
医
学
に
代

っ
て
光
明
を
投
じ
た
の
で
あ
る
。

癩
者
に
と
っ
て
身
に
お
ぼ
え
の
な
い
悪
果
を
、
前
業

の
報
い
と
教
え
し
め
す
こ
と

で
、
か
れ
ら
は

「
納
得
」
を
え
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
世
で
の
ひ
と
つ
の
救
い

四
四

で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
ざ
ら
に
宿
業

の
滅
除
を
祈
願
す
る
こ
と
に
お
い
て
、

来
世
に
む
け
て
の
救
い
を
実
感
し
た
の
で
あ
る
。
さ
き
に
指
摘
し
た
聞
題
点
④

の

癩
者
た
ち
自
身
の
う
ち
に
、

自
ら
を

一
塊

の
穢
、

「業
罰
」
を
蒙
り
し
者
、
と
観

ず
る
意
識
と
は
、
ま
さ
し
く
宿
業
消
滅

の
方
途
た
る

「懺
悔
」
の
必
須
条
件
で
あ

っ
た
。
氏
は
さ
ら
に
い
う
。
癩
者
た
ち
を
主
人
公
と
す
る

『説
経
』
が
、
主
人
公

の
蘇
生

・
復
活
を
さ
い
ご
に
声
高
ら
か
に
謳
い
、
寿
ぐ
こ
と
に
言
及
し
て

「
三
世

輪
廻
思
想
を
、
か
れ
ら
も
ま
た
信
じ
こ
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
」

「だ
が

『
思
想
』

が
如
何
よ
う
で
あ
れ
、

『救
済
』
が
ど
の
よ
う
で
あ
れ
、
蘇
生
も
復
活
も
な
い
ま

ま
に

『
現
世
』
を
去

っ
て
ゆ
く
こ
と
に
違
い
は
な
く
」
、

「終
命
の
と
き
ま
で
の

限
ら
れ
た
生
を
、
と
も
か
く
も
生
き
ぬ
い
た
の
で
あ
る
」
(三
二
六
頁
)
と
。

し
か

し
生
き
ぬ
き
え
た
の
は
、
か
れ
ら
が

コ
ニ
世
思
想
」
を
信
受
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
信
受
と
は
、
氏
自
身
告
白
し
、
か
つ
認
め
る

『説
経
』

へ
の
感

動

(本
稿
二
頁
引
用
)
と
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
こ

の

一
点
を
積
極
的
に
評
価
す
る
か
否
か
で
、
申
世

の
民
衆
像
は
大
き
く
変
転
す
る

で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
し
め
し
た

『
法
華
経
』
普
賢
菩
薩
勧
発
品

の
末
尾

の
文

を
、
日
蓮
が
引
用
し
つ
つ
し
た
た
め
て
い
る
消
息
文

「身
延
山
御
書
」

(古
典
文
学

大
系

『
親
鸞
・
日
蓮
集
』)
の

一
節
は
、
小
稿
の
主
題
に
、
た
し
か
に
、
別

の
展
開
を

も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
の
で
、
最
後
に
い
く
ら
か
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

(略
)
何
に
賤
き
者
な
り
と
も
、
実
の
法
を
知
り
た
ら
ん
人
を
い
る
が
せ
に
す

る
事
あ
る
べ
、か
ら
ず
。
然
れ
ぱ
法
華
経
の
第
八
云
、

「若
実
若
不
実
、

此
人

現
世
、
得
臼
癩
病
」
云
云
。
文
の
心
は
、
法
華
経
の
行
者
の
と
が
を
、
若
は

実
に
も
あ
れ
、
若
は
不
実
に
も
あ
れ
、
云
は
ん
者
は
、
現
世
に
は
臼
癩

の
病



を
う
け
、
後
生
に
は
無
間
地
獄

に
堕
べ
し
と
説
れ
た
り
。

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
日
蓮
自
身
が
強
調
し
て
い
る

「
何
に
賤
し
き
者
な
り
と

も
、
実

の
法
を
知
り
た
ら
ん
人
を
い
る
が
せ
に
す
る
事
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う

点

で
あ
る
。
氏
は
「
『法
華
経
』
を
信

じ
る
か
否
か
で
狂
う
利
害
」
(ゴ
ニ

三
頁
)
を

云
云
す
る
が
、
こ
こ
で
は
経
の
受
持
者
、
法
を
説
く
者
、

つ
ま
り
僧
侶
自
身
が
ま

き
に

「賤
視
」

の
対
象
に
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
中
世
に
お
け

る
人
身

へ
の
賤
視
が
僧
侶
に
も
波
及

し
て
い
た
こ
と

(氏
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
1

二
二
八
頁
ー
)
を
し
め
す
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
新
た
に
深
刻

な
問
題
を
看

取
す

る

の
で
あ
る
。
研
究
上
、
好
都
合
な
こ
と
は
賤
視
の
対
象
が
僧
侶

で
あ
る
場
合
、

被
賤
視
者
自
身

の
内
面
を
明
か
す
文
献
が
自
著
で
あ
れ
他
著
で
あ
れ
、
他

の
被
賤

視
者
に
比

べ
て
格
段
に
多
い
と
い
う
点

で
あ
る
。

救
済
者
と
し
て
仰
が
れ
る
宗
教
家

で
も
な
く
、
日
常
の
社
会
の
な
か
で
仏
法

の

伝
達
者
と
し
て
親
し
ま
れ
る
僧
侶
で
も
な
く
、
卑
賤
視
さ
れ
、
不
浄
視
さ
れ
る
非

人
11
念
仏
聖
た
ち
の
内
面
世
界
に
、

「差
別
さ
れ
る
側
の
論
理
」
を
見
出
し
う
る

と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
詳
論
す
る
。

む

す

び

に

か

え

て

上
来
、
横
井
氏

の
著
作
に
対
し
て
、
私
な
り
の
問
題
関
心
に
ふ
れ
る
か
ぎ
り
に

お゚
い
て
検
討
す
る
と
い
う
非
礼
を
か
さ
ね
て
き
た
。
結
果
と
し
て
は
、
ま
こ
と
に

身
勝
手
な
妄
評
と
な
っ
た
ば
か
り
か
、
卑
見
を
押
し
つ
け

る
か
た
ち

に
も
な

っ

た
。
な
お
論
じ
つ
く
し
て
い
な
い
点
も
多
く
あ
る
が
、
私
と
し
て
は
、
W
の
末
尾

に
ふ
れ
た
、
新
た
な
問
題
を
得
た
こ
と
だ
け
で
も
深
謝
し
た
い
気
持

で
あ
る
。
そ

と
で
、
労
多
く
し
て
み
の
り
の
貧
し
い
こ
の
作
業
は

一
応
、
こ
れ
に
て
終
え
、
別

中
世
に
お
け
る
も
卑
賤
観
念
」
と
仏
教

稿

の
成

っ
た

と

き
、

本

稿

ど

と
も

に
、

あ

ら

た

め

て
ご

教

示

・
ご

批

判

を

い

た

だ

き

た
く

お

も

う

。

註ω

拙
稿

「
悪
人
往
生

・
再
考
」

(印
度
学
仏

教
学
研
究

第

二
十
巻
第

ご
号
)
参
照
。
当
稿

で
は
、
中
世
人

の
意
識
に
お

い
て
は

「
悪
」
と

「
不
浄
」
と
が
癒
着

し
て
い
た
こ
と
を

論

じ
た
。

ω

拙
稿

「
中
世

の
不
浄
観

に

つ
い
て
」

(宗
教
研
究
第
四
十
九
巻
第

三
輯
)
参
照
。

こ
の

問

題
に

つ
い
て
は
別
稿

に
て
論
じ
た

い
。

㈲

拙
稿

「
中
世
精
神
史

に
お
け

る
〈
不
浄
V
の
軌
跡
ー
念
仏
信
仰

と
の
関
連

に
み
る
ー
」

(仏
教
史
学
第
十
五
巻
第

ご
号
)
参
照

。

ω

拙
稿

「
不
浄
禁
忌
と
専
修
念
仏
-
中
世
民
衆

の
意
識
動
向
1
」
(人
文
学
論
集
第

六
号
)

参
照
。

㈲

現
実
社
会

の
な
か
で
機
能

し
た
結
果
だ
け
を

重
く
評
価
す
る
立
場

で
は

、
た
と
え
ば

つ

ぎ
の
よ
う
な
例
を

い
か
に
評
す

る
の
で
あ
ろ
う

か
。
新
選
組
隊
長
近
藤
勇
を
わ
が
国
部

落
解
放
運
動

の
先
駆
者

と
す

る
の
は

、
尾
佐
竹
猛

の
見
解

(
「
近
藤
勇
と
土
方
歳

>>1J
>

で
あ
る
が
、
最
近

こ
れ
に
関
す
る
興
味
ぶ
か
い

エ
ッ
セ
ー
を
得

た

(準
陰
生

「
近
藤
勇

と

『
賤
民
身
分
解

放
』
」
『図
書

』
三
二
六
号

一
九
七
六

・
十

岩
波
書
店
』
)
。

つ
ま

り
、

慶
応

四
年
初
頭

、
幕
府

の
崩
壊
寸
前

の
時
期

に
行
な
わ
れ
た

い
わ
ゆ
る

「
賤
民
身
分
引

上
」
に
関
す
る
問
題
で
、
従
来

の

エ
タ
非
人
な
ど
人
外
的
差
別
称

が
、
幕
府

の
命

に
よ

っ
て
廃

止
さ
れ
た
と

い
う
件

に

つ
い
て
こ

の
挙

が
成

っ
た

の
は
近
藤
勇
ら

の

「
相
談
」

の
結
果

で
あ
る
と
し
、
近
藤
を
そ

の

「
人
権
自
由

の

一
大
烽
火
」
を
と
も
し
た
主
唱
者

と
す
る
尾
佐
竹
氏

の
説

に
対

し
て
、
近
年

の
部
落
史
研
究
に
拠

っ
て
、
そ
れ
は
、
弾

一

家

(東

日
本
部
落

の
強
大
な
人
的

・
経
済
的
資
源

が
そ

の
支
配
下

に
あ

っ
た
)
の
勢
力

抱
え
込
み
が
真

の
動
機

で
あ

っ
た
と
指
摘
し
、
今
日

の
解
放

運
動

に

つ
な
が
る
も

の
で

は
な

い
の
は
も
ち
ろ
ん

「
人
権
自
由

の

一
大
烽
火
」
な
ど
で
は
到
底
な
か

っ
た
、
と
し

な
が
ら

「
だ
が
結
果
と
し
て
は
案
外
明
治
四
年

の
賤
民
身
分
解
放
令

の
き

っ
か
け

に
は

な

っ
た
か
も

し
れ
ぬ
」
と
述

べ
て
い
る
。
動
機

と
結
果

の
い
ず
れ
を
評
価
す
る
か
と
い

う
こ
の
問
題

は
、
当
該
研
究

の
専
門
分
野
で
は
す

で
に
沙
汰
済

み
で
あ
る

の
か
も

し
れ

な

い
が
、
知

り
た

い
こ
と

の
ひ
と

つ
で
あ
る
。

(
五

1
・
l
0

・
五
)

四
五


