
【
抄
録
】

仏
教
に
は
高
僧
ら
が
神
秘
的
な
宗
教
体
験
に
よ
っ
て
仏
・
菩
薩
な
ど
の

形
姿
を
観
じ
、〈
感
得
〉
す
る
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
感
得
に
よ

り
得
た
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
、彫
刻
や
絵
画
で
表
し
た
も
の
を
〈
感
得
像
〉

と
い
う
。
宗
教
概
念
で
あ
る
〈
感
得
〉
と
造
形
化
さ
れ
た
〈
感
得
像
〉
が

不
可
分
の
関
係
に
あ
ろ
う
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
が
、
そ
こ
に
内
在
す
る

宗
教
的
意
義
の
解
釈
と
、
像
に
対
す
る
仏
教
美
術
と
し
て
の
芸
術
的
評
価

は
多
く
の
場
合
別
個
に
論
じ
ら
れ
、
宗
教
性
と
芸
術
性
が
結
び
付
け
ら
れ

る
こ
と
は
概
し
て
少
な
い
。

本
稿
の
目
的
は
〈
感
得
〉
の
概
念
を
大
局
的
に
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
り
、

具
現
化
さ
れ
た
〈
感
得
像
〉
の
意
義
を
再
考
す
る
こ
と
に
あ
る
。
す
な
わ

ち
〈
感
得
〉
と
は
規
範
を
前
提
と
し
な
い
尊
容
の
獲
得
で
あ
り
、初
発
的
性

質
が
評
価
さ
れ
る
事
象
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
初
発
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
反

映
す
る
〈
感
得
像
〉
は
、
図
像
的
要
素
の
み
で
は
解
釈
し
得
な
い
、
神
仏

顕
現
の
奇
跡
を
具
現
化
し
よ
う
と
す
る
全
体
観
に
お
け
る
異
相
（
威
相
）

の
表
現
に
よ
っ
て
、
本
来
の
意
義
が
見
出
さ
れ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
感
得
像
、
神
秘
体
験
、
図
像
、
規
範
、
初
発
性

は
じ
め
に

仏
教
美
術
研
究
に
お
け
る
一
般
的
な
感
得
像
の
理
解
は
、
通
常
の
像
容

―
―
経
軌
・
図
像
・
既
存
の
作
例
な
ど
に
照
合
し
う
る
一
定
の
形
式
と
は

異
な
る
特
殊
な
尊
像
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
感
得
像
と
は
高
僧
の
宗
教
体
験

に
基
づ
く
も
の
と
伝
え
ら
れ
、
瞑
想
に
よ
る
精
神
的
修
行
や
宗
教
的
直
感

に
よ
っ
て
彼
ら
の
眼
前
（
心
中
）
に
現
れ
た
尊
格
の
姿
を
造
形
し
た
も
の

を
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
前
提
と
な
る
感
得
に
つ
い
て
、
宗
教
体
験

の
在
り
よ
う
を
実
証
的
に
裏
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
従
来
、
感
得

の
状
況
を
示
す
感
得
譚
の
存
在
よ
っ
て
感
得
像
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る

感
得
像
考
―
―
感
得
の
意
義
と
宗
教
芸
術
性
に
つ
い
て
―
―

熊

谷

貴

史
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場
合
が
多
い
。
像
容
に
徴
せ
ば
、
既
存
の
作
例
と
異
な
る
図
像
＝
形
式
的

要
素
が
第
一
義
に
指
摘
さ
れ
る
一
方
、
作
風
・
表
現
な
ど
様
式
面
へ
の
言

及
は
感
得
像
と
し
て
の
性
格
に
反
し
、
む
し
ろ
宗
教
性
と
は
乖
離
し
た
趣

旨
で
論
じ
ら
れ
る
。
時
に
そ
れ
は
仏
教
教
義
か
ら
逸
脱
し
た
例
外
的
な
か

た
ち
と
し
て
、
あ
る
い
は
制
作
者
の
自
由
な
作
為
に
よ
る
表
現
の
幅
と
し

て
、
尊
容
の
特
異
性
を
「
ず
れ
」
と
見
做
す
。
い
わ
ば
宗
教
体
験
の
意
義

を
置
き
去
り
に
し
た
消
極
的
な
感
得
像
の
理
解
も
少
な
く
な
い
。
お
そ
ら

く
そ
れ
は
、
感
得
譚
の
伝
わ
る
限
ら
れ
た
作
例
や
尊
格
に
の
み
適
応
し
得

る
特
殊
な
概
念
と
し
て
、
感
得
の
意
味
が
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
る
だ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
一
木
彫
を
主
体
と
す
る
作
品
研
究
に
端
を

発
し
、
仏
像
制
作
の
一
つ
の
根
底
を
な
す
事
象
と
し
て
感
得
を
想
定
さ
れ

た
の
は
井
上
正
氏
で
あ
っ
た
。
そ
の
見
解
は
後
に
触
れ
る
が
、
氏
の
論
説

に
従
っ
て
、
近
年
徐
々
に
感
得
像
の
意
味
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
本
稿

も
基
本
的
に
氏
が
長
年
積
み
重
ね
て
こ
ら
れ
た
研
究
を
支
持
す
る
も
の
で
、

そ
の
論
旨
を
土
台
に
感
得
像
を
め
ぐ
る
思
想
と
造
形
の
意
義
を
再
考
す
る

も
の
で
あ
る
。

な
お
論
題
に
掲
げ
た
〈
感
得
像
〉
の
語
は
仏
教
美
術
研
究
と
し
て
造
形

化
さ
れ
た
作
例
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
は
個
別
の
作
品
研
究

の
前
提
と
し
て
お
こ
な
う
基
礎
作
業
で
あ
り
、
専
ら
感
得
概
念
の
整
理
に

意
を
注
ぐ
。
ま
た
筆
者
は
巨
視
的
な
展
望
と
し
て
、
瞑
想
に
よ
っ
て
行
者

が
至
る
〈
感
得
〉
と
い
う
神
秘
体
験
に
対
し
、
仏
尊
が
威
神
力
に
よ
っ
て

様
々
な
威
相
を
示
現
す
る
と
い
う
〈
神
変
〉
の
思
想
）
1
（

が
、
重
層
的
に
仏
教

美
術
の
解
釈
を
支
え
る
概
念
と
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
本
考
察
も

そ
の
研
究
の
一
環
を
な
す
も
の
と
し
て
進
め
た
い
。

一
、
感
得
像
研
究
史
と
そ
の
観
点

①
園
城
寺
不
動
明
王
画
像
―
感
得
像
研
究
の
起
点
―

は
じ
め
に
感
得
像
に
関
わ
る
先
行
研
究
を
概
観
し
、
そ
れ
ら
の
成
果
と

問
題
の
所
在
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
仏
教
美
術
史
に
お
い
て
第
一

に
感
得
像
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
作
例
に
、
滋
賀
・
園
城
寺
（
三
井
寺
）
の

秘
仏
金
色
不
動
明
王
画
像
、
い
わ
ゆ
る
黄
不
動
像
が
あ
る
。
本
例
は
平
安

時
代
前
期
の
密
教
画
の
中
で
も
作
風
・
伝
来
共
に
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
ち
、

曼
殊
院
本
を
は
じ
め
多
数
の
模
本
・
模
刻
像
が
伝
わ
る
黄
不
動
像
群
の
根

本
像
と
し
て
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
通
常
は
厳
重
な
秘
仏
と
し
て
護
持
さ

れ
拝
観
の
機
会
は
殊
に
得
難
い
が
、
近
年
智
証
大
師
帰
朝
一
一
五
〇
年
を

記
念
し
て
大
阪
市
立
美
術
館
等
で
開
催
さ
れ
た
「
国
宝
三
井
寺
展
」
で
お

よ
そ
二
十
年
ぶ
り
に
公
開
さ
れ
、
筆
者
も
そ
こ
で
初
め
て
実
見
の
機
会
を

得
た
。

像
容
は
両
目
を
見
開
き
正
面
を
見
据
え
、
忿
怒
尊
と
し
て
強
く
観
者
の

視
線
を
捉
え
る
。
激
し
く
動
的
な
性
質
を
も
つ
明
王
像
の
中
で
、
一
点
の
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六
五

静
を
担
う
不
動
明
王
像
は
、
著
し
い
動
勢
を
抑
え
な
が
ら
も
威
力
を
籠
め

た
表
現
が
要
求
さ
れ
る
。
金
箔
の
鋭
い
眼
光
や
上
出
す
る
両
牙
に
加
え
て
、

直
立
す
る
黄
不
動
像
が
印
象
さ
せ
る
威
勢
の
表
現
は
肉
身
の
描
線
で
あ
ろ

う
か
。
墨
線
上
に
朱
線
を
重
ね
て
引
か
れ
た
描
線
は
、
弾
力
の
あ
る
曲
線

な
が
ら
強
く
張
り
の
あ
る
タ
ッ
チ
で
、
鉄
線
描
）
2
（

に
も
通
じ
る
明
快
さ
が
あ

る
。
こ
の
肉
身
を
評
し
て
し
ば
し
ば
筋
骨
隆
々
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ

る
が
、
瘤
の
よ
う
な
上
膊
の
肉
付
き
は
、
強
く
巻
き
締
め
ら
れ
た
臂
釧
と

相
重
な
り
、
む
し
ろ
隆
起
の
連
な
り
に
よ
る
異
様
さ
が
大
き
い
。
そ
れ
は

頭
部
に
お
い
て
巻
髪
の
輪
郭
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
抑
揚
が
、
耳
璫
や
胸

飾
を
介
し
て
上
膊
・
臂
釧
へ
到
り
上
半
身
に
一
種
の
躍
動
感
と
連
動
性
を

与
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
脛
骨
や
脹
脛
か
ら
足
指
へ
か
か
る
重
心
や
、
両

腕
前
膊
か
ら
持
物
を
握
る
手
首
へ
の
筋
に
は
し
っ
か
り
と
力
を
込
め
る
さ

ま
が
看
取
さ
れ
、
面
貌
の
威
圧
感
と
と
も
に
四
肢
の
末
端
で
全
身
を
ぐ
っ

と
引
き
締
め
て
い
る
。

本
例
に
つ
い
て
は
予
て
よ
り
諸
先
学
に
よ
る
綿
密
な
検
証
が
重
ね
ら
れ
、

従
前
よ
り
認
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
確
か
な
技
量
を
も
つ
画
師
の
手
に
成

る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
感
得
像
と
し
て
の
意
義
を
言
及
す
る
に
際
し

て
も
当
然
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
後
述
す
る
感
得
者
と

制
作
者
、
あ
る
い
は
感
得
と
造
像
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
園
城
寺
黄
不
動
像
は
、
三
善
清
行
撰
述
の
『
天
台
宗
延
暦
寺

座
主
円
珍
和
尚
伝
』
に
円
珍
に
よ
る
感
得
譚
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
感
得

像
と
し
て
知
ら
れ
、
そ
の
制
作
事
情
が
伺
え
る
点
で
貴
重
な
例
と
い
え
る
）
3
（

。

伝
記
と
し
て
の
信
頼
性
に
つ
い
て
は
円
珍
示
寂
と
撰
述
時
期
の
時
間
的
隔

た
り
が
少
な
い
こ
と
、
円
珍
と
清
行
の
関
係
な
ど
か
ら
大
方
認
め
ら
れ
る

よ
う
で
あ
る
が
、
感
得
に
ま
つ
わ
る
記
述
は
あ
く
ま
で
黄
不
動
像
を
権
威

付
け
る
た
め
の
伝
承
的
な
内
容
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
近
年
で

は
本
例
を
中
国
製
と
し
て
円
珍
感
得
か
ら
切
り
離
す
見
方
も
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
感
得
像
と
し
て
伝
来
し
た
事
実
と
特
異
な
像
容
に
意
を
留
め
、
感

得
に
関
わ
る
事
項
を
中
心
に
先
学
の
見
解
を
略
記
し
よ
う
。

不
動
明
王
像
全
般
を
対
象
と
し
た
基
礎
的
な
研
究
と
し
て
古
く
佐
和
隆

研
氏
に
よ
る
諸
論
考
が
あ
る
が
）
4
（

、例
え
ば
「
不
動
明
王
像
の
研
究
」
で
は
黄

不
動
感
得
の
背
景
と
し
て
「
空
海
請
来
の
仁
王
経
五
方
諸
尊
図
の
う
ち
に

描
か
れ
た
不
動
明
王
、
及
び
そ
の
本
地
と
し
て
の
金
剛
到
岸
菩
薩
等
の
姿

が
そ
の
根
拠
と
な
さ
れ
た
）
5
（

」
と
述
べ
る
。
黄
不
動
像
の
い
わ
ゆ
る
図
像
的

特
異
性
は
、
両
牙
を
上
出
し
、
弁
髪
や
条
帛
を
表
さ
ず
、
直
立
し
て
虚
空

を
踏
む
な
ど
、
そ
の
当
時
通
様
の
不
動
明
王
像
と
は
異
な
る
尊
容
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
氏
は
円
珍
に
よ
る
黄
不
動
感
得
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
感
得

さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
に
は
円
珍
の
教
義
的
知
識
が
影
響
し
た
と
い
い
、
以
後
、

黄
不
動
像
の
図
像
的
根
拠
を
論
じ
る
際
の
起
点
と
し
て
支
持
を
得
て
い
る
。

こ
れ
を
一
つ
の
足
掛
か
り
と
し
て
、
仏
教
美
術
研
究
の
定
石
に
も
れ
ず

本
例
も
図
像
学
的
検
証
を
含
め
、
技
法
面
や
平
安
絵
画
史
に
お
け
る
様
式

論
の
観
点
か
ら
多
く
の
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
）
6
（

。
し
か
し
感
得
譚
に
つ
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い
て
は
そ
れ
を
否
定
し
な
い
ま
で
も
、
あ
く
ま
で
黄
不
動
像
に
付
随
す
る

伝
承
の
域
を
越
え
ず
、
仏
教
尊
像
と
し
て
の
教
義
的
性
格
は
円
珍
に
よ
る

感
得
で
は
な
く
図
像
的
要
素
の
継
承
過
程
に
置
か
れ
る
比
重
が
大
き
い
。

一
方
で
不
動
明
王
像
と
し
て
の
図
像
的
要
素
を
欠
く
こ
と
か
ら
仏
教
尊
像

と
し
て
低
く
評
価
す
る
指
摘
や
）
7
（

、
感
得
譚
自
体
を
後
世
の
創
作
で
あ
る
と

す
る
見
解
な
ど
も
散
見
さ
れ
る
）
8
（

。

②
森
雅
秀
説
―
感
得
概
念
の
理
論
化
―

以
上
の
見
解
を
受
け
つ
つ
「
特
定
の
作
品
に
限
定
さ
れ
な
い
、
感
得
像

一
般
に
適
応
可
能
な
理
論
構
築
を
め
ざ
す
」
と
し
た
森
雅
秀
氏
の
論
考
が

あ
る
）
9
（

。
氏
は
ま
ず
作
品
と
テ
キ
ス
ト
の
関
係
が
、
説
話
図
と
礼
拝
像
に
お

い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
こ
と
を
述
べ
、
テ
キ
ス
ト
が
作
品
の
前
提
と
は
な

ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
仏
教
美
術
の
制
作
態
度
を
考
え
る
上

で
特
に
傾
聴
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
ま
た
黄
不
動
像
に
関
す
る
先
行
研
究

に
つ
い
て
〈
既
存
の
作
品
群
〉〈
感
得
体
験
〉〈
作
品
〉〈
感
得
説
話
〉
な

ど
の
要
素
で
整
理
し
、
諸
先
学
の
見
解
の
相
違
を
明
確
さ
れ
た
。
そ
の
上

で
感
得
像
成
立
の
根
拠
を
「
規
範
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
逸
脱
し
た
イ
メ
ー
ジ

と
の
間
の
「
ず
れ
」
に
こ
そ
あ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
こ
れ
ら
二
つ
の

イ
メ
ー
ジ
の
間
に
あ
る
差
異
に
こ
そ
、
感
得
像
の
も
つ
聖
性
の
根
拠
が
あ

る
」
と
す
る
。
ま
た
氏
は
別
稿
で
仏
尊
が
顕
現
す
る
あ
り
方
を
尊
格
ご
と

に
提
示
し
、「
感
得
さ
れ
る
仏
」
と
し
て
不
動
明
王
を
と
り
あ
げ
る
）
10
（

。
そ
の

意
図
は
必
ず
し
も
感
得
の
意
義
を
不
動
明
王
に
限
定
す
る
も
の
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
「
規
範
」
を
前
提
と
し
た
「
逸
脱
」
に
よ
っ
て

感
得
論
は
展
開
さ
れ
る
。
森
説
は
感
得
像
の
概
念
を
論
理
的
に
言
及
し
た

も
の
と
し
て
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
が
、
従
来
感
得
像
と
し
て
認
識
さ
れ

て
き
た
作
例
（
範
囲
）
に
対
し
て
理
論
的
な
意
義
付
け
を
試
み
た
も
の
と

い
え
る
。

こ
こ
ま
で
は
感
得
像
の
代
表
的
な
例
と
し
て
園
城
寺
黄
不
動
に
関
す
る

見
解
を
ご
く
簡
単
に
触
れ
た
が
、
ほ
か
に
も
感
得
に
関
わ
る
事
例
は
散
見

さ
れ
る
）
11
（

。
し
か
し
そ
れ
ら
の
事
例
で
感
得
と
作
例
を
直
接
結
び
付
け
た
論

考
は
少
な
い
。
そ
れ
は
感
得
の
理
解
が
感
得
譚
の
伝
わ
る
特
定
の
尊
格
・

作
例
に
の
み
適
応
さ
れ
る
付
属
的
な
事
象
と
し
て
、
あ
る
い
は
作
例
や
制

作
状
況
と
切
り
離
さ
れ
た
説
話
に
よ
る
宗
教
的
意
義
付
け
と
し
て
、
感
得

を
造
像
活
動
か
ら
遠
ざ
け
た
解
釈
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
宗
教
体
験
で
あ

る
感
得
の
事
実
を
客
観
的
に
証
明
す
る
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
困
難
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
行
者
の
個
人
的
な
経
験
で
あ
る
感
得
は
、
そ
の
個
別
性
に

対
し
て
一
定
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
に
こ
そ
本
質
に
迫
る
余
地
が
あ
る
。

③
井
上
正
説
―
感
得
概
念
の
拡
大
―

右
記
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
た
一
部
の
作
例
や
尊
格
を
対
象
と
す
る
研
究

と
は
異
な
る
筋
で
、
感
得
像
の
概
念
を
拡
大
し
、
根
源
的
に
は
仏
教
美
術

の
発
生
に
も
関
わ
る
事
象
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
の
は
、
先
に
も
触
れ
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芸
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六
七

た
井
上
正
氏
で
あ
っ
た
）
12
（

。
井
上
説
は
日
本
彫
刻
史
の
立
場
か
ら
説
か
れ
た

も
の
で
、
前
述
の
森
説
へ
至
る
感
得
像
研
究
の
流
れ
に
反
映
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
大
局
観
は
本
論
を
指
南
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

ま
ず
氏
は
「
感
得
像
は
学
問
の
対
象
と
は
な
り
に
く
く
、
信
仰
世
界
の

問
題
と
し
て
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
た
だ
わ
ず
か
に
、
形

相
・
図
相
な
ど
に
つ
い
て
、
通
有
の
も
の
と
異
な
る
場
合
、
感
得
の
語
は

生
き
て
用
い
ら
れ
る
」
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
感
得
像
の
扱
わ
れ
方
を
ふ

り
返
る
。
続
け
て
「
し
か
し
、
そ
の
根
本
に
立
ち
か
え
っ
て
考
え
て
み
る

と
、
と
く
に
密
教
の
成
立
に
よ
っ
て
数
多
く
の
尊
像
の
儀
軌
を
定
め
る
際
、

や
は
り
イ
ン
ド
の
高
僧
の
感
得
体
験
が
も
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
、
仏
教
美
術
の
制
作
に
お
い
て
〈
感
得
〉
が
本
質
的
に
先
立
つ
も

の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。

こ
れ
は
氏
が
長
年
の
作
例
調
査
に
基
づ
い
た
一
木
彫
研
究
を
進
め
る
中

で
、
意
図
的
に
鑿
痕
を
残
し
た
と
思
わ
れ
る
作
例
や
、
歪
み
を
も
つ
作
例

な
ど
異
形
の
尊
像
か
ら
見
出
し
た
「
霊
木
化
現
仏
」
と
い
う
概
念
の
背
景

に
、感
得
に
よ
る
造
像
の
あ
り
方
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
る
）
13
（

。こ
の
場
合
の

異
形
と
は
、
経
典
や
図
像
に
示
さ
れ
る
形
相
に
対
し
て
の
特
異
性
で
は
な

く
、
思
想
的
に
も
異
な
る
次
元
で
把
握
さ
れ
る
造
形
的
特
徴
で
あ
る
。
ま

た
そ
れ
ら
を
取
り
巻
く
行
基
伝
承
に
眼
を
向
け
、
現
存
す
る
多
数
の
古
仏

群
に
照
ら
し
、
そ
の
中
に
は
単
な
る
絵
空
事
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
と
し

て
民
衆
レ
ベ
ル
の
信
仰
に
根
差
し
た
布
教
と
造
形
活
動
の
実
態
を
想
定
し

た
。
そ
こ
に
地
域
・
時
代
・
尊
格
・
テ
キ
ス
ト
な
ど
を
超
え
た
仏
像
制
作

の
背
景
と
し
て
、
土
着
の
感
得
体
験
が
関
与
し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
「
従
来
形
相
面
に
つ
い
て
の
み
重
要
視
さ
れ
て
来
た
感
得
像
の

実
体
が
、
実
は
様
式
面
に
ま
で
広
げ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述

べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
単
な
る
形
式
的
な
相
異
で
は
な
く
様
式
面
、
つ
ま
り

造
形
感
覚
の
違
い
に
も
感
得
的
要
素
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
美

術
史
と
し
て
感
得
像
を
観
る
際
の
幅
を
広
げ
た
。
こ
の
よ
う
な
井
上
氏
の

着
想
は
本
研
究
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
視
点
で
あ
り
、
尊
像
の
宗
教
性

と
芸
術
性
を
解
釈
す
る
た
め
の
一
つ
の
鍵
と
な
る
。

井
上
説
を
受
け
継
ぐ
形
で
研
究
を
進
め
ら
れ
て
い
る
の
は
安
藤
佳
香

氏
・
川
野
憲
一
氏
等
で
あ
る
。
安
藤
氏
は
徳
島
・
蓮
華
寺
十
一
面
観
音
立

像
な
ど
感
得
像
と
み
ら
れ
る
作
例
を
報
告
す
る
）
14
（

。
ま
た
川
野
氏
は
東
福
寺

塔
頭
同
聚
院
不
動
明
王
坐
像
に
関
連
し
多
く
の
不
動
明
王
像
を
分
析
さ
れ
、

そ
の
中
に
感
得
的
造
形
が
認
め
ら
れ
る
作
例
を
指
摘
し
た
）
15
（

。
不
動
明
王
は

他
の
仏
尊
に
比
し
相
対
的
に
感
得
と
の
関
わ
り
で
説
か
れ
る
こ
と
の
多
い

尊
格
で
あ
る
が
、氏
は
そ
れ
ま
で
の
図
像
的
検
証
と
は
別
に
、造
形
的
特
徴

か
ら
感
得
的
意
義
を
見
出
し
た
点
で
従
来
の
不
動
明
王
像
研
究
と
一
線
を

画
す
。
ま
た
図
像
の
も
つ
影
響
を
考
慮
し
つ
つ
述
べ
ら
れ
た
「
前
代
ま
で

の
型
に
と
ら
わ
れ
ず
、
修
法
の
最
中
湧
き
上
が
っ
て
き
た
イ
メ
ー
ジ
を
基

に
一
気
呵
成
に
造
り
上
げ
た
像
を
〝
熱
い
感
得
〞
仏
と
す
る
な
ら
ば
、〝
冷

め
た
感
得
〞
仏
は
、
感
性
で
は
な
く
透
徹
し
た
理
性
の
下
で
、
創
り
あ
げ
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ら
れ
る
）
16
（

。」
と
い
う
指
摘
は
、
感
得
者
と
制
作
者
の
あ
り
方
、
ま
た
感
得
像

の
表
現
的
特
性
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。

さ
て
本
章
で
は
筆
者
の
目
指
す
方
向
性
を
示
し
つ
つ
、
感
得
像
研
究
に

関
わ
る
先
学
の
見
解
を
確
認
し
た
。大
別
し
て
園
城
寺
不
動
明
王
画
像（
黄

不
動
）
の
よ
う
に
感
得
説
話
を
伴
い
、
従
来
感
得
像
と
し
て
認
め
ら
れ
る

作
例
の
考
察
と
、
感
得
を
仏
教
美
術
全
体
に
関
わ
る
包
括
的
概
念
と
し
て

捉
え
る
観
点
が
あ
る
。
研
究
の
動
向
と
し
て
現
在
の
と
こ
ろ
前
者
の
論
説

が
多
数
を
占
め
る
が
、
今
後
の
展
開
と
し
て
は
井
上
氏
の
説
く
感
得
像
の

概
念
が
、
仏
教
美
術
研
究
の
裾
野
を
広
げ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
。
こ
の

観
点
に
立
脚
し
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
の
意
義
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
以
下
、

感
得
と
い
う
宗
教
体
験
を
取
り
巻
く
諸
要
素
を
検
討
し
、
感
得
概
念
の
照

射
を
試
み
た
い
。

二
、
感
得
の
意
義

①
感
得
の
語
義

ま
ず
〈
感
得
〉
の
基
本
的
な
理
解
を
得
る
た
め
に
、〈
観
想
〉
と
比
較
し

な
が
ら
語
義
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
感
得
に
つ
い
て
は
密
教
関
係
の
辞
書

に
簡
単
な
解
説
が
あ
り
、「
佛
菩
薩
等
の
被
加
力
を
蒙
り
、
霊
感
を
得
る
を

云
う
」（『
密
教
大
辞
典
）
17
（

』）、「
密
教
の
秘
法
を
修
し
て
、
諸
仏
諸
尊
、
教
法

等
を
感
見
体
得
す
る
を
い
う
」（『
密
教
辞
典
）
18
（

』）
と
さ
れ
る
。
対
し
て
観
想

は
仏
教
関
係
の
辞
書
に
広
く
掲
載
さ
れ
て
お
り
「
想
念
を
作
し
て
観
ず
る

の
意
（
中
略
）
即
ち
構
想
計
画
し
て
種
々
の
相
を
泛
べ
、
以
て
貪
欲
等
を

對
治
し
、
又
は
正
観
に
入
ら
し
め
ん
が
為
に
修
す
る
一
種
の
方
便
観
を
云

ふ
（
後
略
）」（『
望
月
仏
教
大
辞
典
）
19
（

』）、ま
た
「
①
深
く
思
い
を
こ
ら
す
こ

と
。
観
察
し
思
索
す
る
こ
と
。
修
習
す
る
こ
と
。
②
仏
の
す
が
た
を
思
い

浮
か
べ
て
、
念
ず
る
こ
と
。」（『
広
説
仏
教
語
大
辞
典
）
20
（

』）
な
ど
の
解
説
が

あ
る
。

両
語
は
と
も
に
宗
教
体
験
の
範
疇
で
イ
メ
ー
ジ
）
21
（

の
想
念
・
想
起
を
伴
う

点
で
共
通
す
る
が
、
感
得
は
そ
れ
を
体
験
者
が
体
得
す
る
と
い
う
特
殊
な

状
況
を
さ
す
。観
想
は
瞑
想
に
よ
る
修
練
で
あ
る
の
に
対
し
、感
得
は
修
法

の
結
果
至
っ
た
状
態
、
あ
る
い
は
宗
教
的
直
感
に
よ
る
感
知
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ば
観
想
は
宗
教
実
践
の
方
法
や
過
程
、
感
得
は
一
種
の
到
達
点
と

し
て
、
体
験
者
の
意
思
を
超
え
た
神
秘
体
験
の
境
地
を
意
味
す
る
。

あ
ら
か
じ
め
本
稿
の
意
図
を
記
し
て
お
く
と
、〈
感
得
〉
と
〈
観
想
〉
は

規
範
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
必
要
と
す
る
か
否
か
で
性
質
が
異
な
り
、
感
得
の

意
義
を
考
察
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
泉
武
夫
氏
が

青
蓮
院
不
動
明
王
二
童
子
像
（
青
不
動
）
に
関
す
る
論
考
）
22
（

の
中
で
、
感
得

は
「
既
存
の
イ
メ
ー
ジ
形
成
シ
ス
テ
ム
に
従
う
の
で
は
な
く
自
律
的
に
生

成
・
創
造
さ
れ
る
」、
観
想
は
「
一
定
の
手
続
き
を
踏
ん
で
行
わ
れ
る
想

像
（
像
を
想
う
）
活
動
」
と
す
る
点
が
参
照
さ
れ
る
。
一
方
で
泉
氏
が
心

中
に
生
成
す
る
像
を
「
観
想
像
」
と
し
て
一
括
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
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六
九

は
本
稿
と
用
語
が
異
な
る
。
以
上
を
念
頭
に
置
き
、
次
節
は
仏
教
に
お
け

る
瞑
想
行
為
と
イ
メ
ー
ジ
の
関
わ
り
を
一
瞥
し
よ
う
。

②
規
範
・
瞑
想
・
造
像
―
イ
メ
ー
ジ
伝
達
の
過
程
に
つ
い
て
―

仏
教
で
は
釈
尊
の
成
道
が
禅
定
に
よ
る
こ
と
に
起
因
し
て
瞑
想
的
実
践

が
重
視
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
造
形
活
動
に
も
影
響
す
る
と
の
指
摘
が
な
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
肥
塚
隆
氏
）
23
（

や
清
水
乞
氏
）
24
（

ら
の
論
考
に
示
唆
的
な
内
容

が
み
ら
れ
、大
要
と
し
て
宗
教
的
規
範
を
重
視
す
る
。
肥
塚
氏
は『
サ
ー
ダ

ナ
マ
ー
ラ
ー
』
の
記
述
に
基
づ
い
て
イ
ン
ド
美
術
の
制
作
態
度
へ
眼
を
向

け
、
そ
の
特
徴
と
し
て
「
瞑
想
す
る
こ
と
、
ま
た
規
矩
に
従
う
こ
と
、
す
な

わ
ち
神
と
の
か
か
わ
り
合
い
を
そ
の
基
調
と
す
る
」
と
述
べ
る
。
瞑
想
に

つ
い
て
は
「
瞑
想
の
対
象
で
あ
る
本
尊
は
、
面
数
、
臂
数
、
身
色
な
ど
は

い
う
に
及
ば
ず
、
そ
の
相
好
や
厳
具
の
一
々
に
わ
た
っ
て
も
規
定
通
り
に

観
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
規
範
の
効
力
を
強
調
し
、
そ
こ

に
宗
教
芸
術
の
も
つ
意
義
を
見
出
す
。
ま
た
「
瞑
想
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

諸
尊
の
像
容
は
造
像
の
際
の
規
矩
で
も
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
は
、〈
瞑
想

↓
造
像
〉
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
伝
達
が
見
出
せ
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
し

か
し
瞑
想
の
前
提
に
は
規
矩
（
規
範
）
の
存
在
が
あ
り
、
全
体
と
し
て
は

〈
規
範
↓
瞑
想
↓
造
像
〉と
い
う
過
程
が
把
握
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
結
論
的

に
異
な
る
造
形
概
念
の
あ
り
方
を
想
定
し
て
い
る
が
、
当
然
、
宗
教
芸
術

の
制
作
に
は
様
々
な
状
況
が
予
想
さ
れ
、
氏
の
着
眼
点
も
制
作
態
度
の
一

つ
と
し
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。
も
っ
と
も
氏
に
よ
れ
ば
造
像
規
範
は
実

践
面
で
は
な
く
精
神
面
を
律
す
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
は
図
像
的
規
範
で

は
な
く
観
念
的
な
規
範
概
念
と
い
え
る
。

さ
て
心
中
に
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
を
想
念
・
想
起
す
る
と
い
う
行
為
は

仏
教
に
お
い
て
し
ば
し
ば
確
認
さ
れ
る
。
禅
定
や
三
昧
と
は
次
元
が
異
な

る
が
、
例
え
ば
『
涅
槃
経
』
諸
本
に
は
聖
跡
（
四
処
）
の
追
念
が
、
聖
跡

巡
礼
に
関
連
し
て
そ
の
功
徳
が
説
か
れ
る
。
そ
の
意
図
は
「
仏
陀
の
聖
な

る
出
来
事
を
追
念
す
る
こ
と
」
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
）
25
（

、
イ

メ
ー
ジ
の
前
提
に
釈
迦
と
い
う
特
定
の
対
象
が
存
在
す
る
点
で
重
要
で
あ

る
。
仏
陀
観
や
仏
身
論
が
多
様
化
す
る
以
前
の
様
相
と
し
て
、
釈
迦
に
対

す
る
関
心
の
強
さ
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
仏
教
美
術
の
萌
芽
期
に

み
る
釈
迦
の
象
徴
表
現

―
法
輪
や
菩
提
樹
な
ど
は
、
歴
史
的
釈
迦
に
対

す
る
意
識
の
う
え
に
、
通
常
の
人
間
（
人
体
）
性
を
払
拭
す
る
た
め
に
採

用
さ
れ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
＝
図
像
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
追
念
（
想
起
）
さ
れ

る
、
あ
る
い
は
表
現
さ
れ
る
釈
迦
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
仏
伝

テ
キ
ス
ト
）
26
（

の
情
報
に
よ
っ
て
方
向
付
け
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
大
乗
仏
教

前
の
釈
尊
観
は
、
歴
史
的
釈
迦
の
存
在
に
基
づ
く
一
種
の
規
範
概
念
と
し

て
把
握
さ
れ
、仏
伝
を
介
し
た
〈
規
範
↓
瞑
想
〉〈
規
範
↓
造
像
〉
と
い
う

あ
り
方
が
窺
え
る
。

や
が
て
釈
尊
観
の
神
秘
化
が
進
む
一
方
、
仏
身
に
対
す
る
関
心
も
顕
在

化
し
、
仏
身
を
特
徴
付
け
る
瑞
相
と
し
て
い
わ
ゆ
る
三
十
二
相
・
八
十
種
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好
が
成
立
す
る
。
三
十
二
相
に
つ
い
て
山
田
明
爾
氏
に
よ
れ
ば
「
相
好
の

具
体
的
内
容
を
数
え
は
じ
め
さ
せ
た
「
必
要
性
」
は
、
仏
像
の
制
作
と
禅

三
昧
、
特
に
観
仏
三
昧
で
あ
っ
た
」
と
い
う
）
27
（

。
必
要
性
と
は
造
像
や
観
仏

三
昧
の
規
範
と
な
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、〈
規
範
↓
造
像
〉〈
規
範
↓
瞑

想
〉
と
い
う
あ
り
方
を
前
提
と
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
本
稿
に
と
っ
て
重

要
な
指
摘
は
、
諸
仏
典
に
よ
っ
て
異
同
の
あ
る
三
十
二
相
の
項
目
に
つ
い

て
「
仏
像
自
体
か
ら
も
い
く
つ
か
の
項
目
が
抽
出
さ
れ
（
中
略
）
い
く
つ

か
の
三
十
二
相
の
異
系
統
を
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
見
解
で
あ
り
、

〈
造
像
↓
規
範
〉
と
い
う
過
程
が
見
出
せ
る
点
で
あ
る
。
具
体
的
な
相
好

は
発
生
的
に
規
範
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
次
第
に
規
範
化
さ
れ
た

も
の
と
い
え
る
。
ま
た
三
十
二
相
に
は
視
覚
化
が
困
難
な
項
目
が
含
ま
れ
、

本
来
観
念
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ

と
は
瞑
想
や
造
像
に
際
し
て
、
必
ず
し
も
厳
密
な
図
像
的
規
範
を
前
提
と

し
な
い
こ
と
を
示
唆
し
よ
う
。

い
ま
個
々
の
相
好
に
つ
い
て
触
れ
る
紙
幅
は
な
い
が
、
例
え
ば
螺
髪
と

し
て
造
形
さ
れ
る
「
毛
上
向
相
」
が
、
連
眉
や
厚
い
唇
）
28
（

の
よ
う
に
人
種
的

特
徴
に
起
因
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、「
足
下
二
輪
相
」
は
法
輪
や
仏
足
跡

な
ど
の
象
徴
的
図
像
の
摂
取
が
推
測
さ
れ
る
な
ど
、
個
々
の
イ
メ
ー
ジ
ソ

ー
ス
は
一
様
で
な
い
。
ま
た
一
般
的
に
「
丈
光
相
」
と
し
て
知
ら
れ
る
光

背
は
、
本
来
仏
の
放
つ
光
明
の
中
で
も
神
変
的
な
性
格
の
相
と
考
え
ら
れ
）
29
（

、

そ
れ
は
仏
陀
の
身
体
的
特
徴
と
い
う
よ
り
も
、
仏
陀
の
威
神
力
に
よ
る
神

秘
的
な
光
景
で
あ
る
。
個
別
の
相
好
は
美
術
史
で
い
う
形
式
的
要
素
と
し

て
把
握
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
総
体
を
尊
容
と
し
て
肯
定
＝
規
範
化
す
る

根
拠
、
い
わ
ば
宗
教
性
の
自
覚
は
、
単
な
る
瑞
相
の
採
用
や
そ
の
形
式
的

総
和
と
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
古
代
イ
ン
ド

に
お
け
る
伝
統
的
思
惟
法
）
30
（

に
基
づ
い
た
、
体
験
的
な
事
実
性
の
確
証
が
予

想
さ
れ
る
。

関
連
し
て
見
仏
と
観
仏
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
と
も
に
三
昧
（
瞑

想
）
に
よ
っ
て
仏
身
を
見
る
（
観
る
）
行
為
で
あ
る
が
、見
仏
を
主
眼
に
両

者
の
区
別
を
提
示
し
た
の
は
大
南
龍
昇
氏
で
あ
っ
た
）
31
（

。
氏
に
よ
れ
ば
観
仏

は
仏
身
を
観
想
・
念
観
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
仏

身
を
眼
見
・
実
感
す
る
こ
と
が
見
仏
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
見
仏
の
性
質

は
本
稿
の
主
題
で
あ
る
感
得
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
。〈
観
仏
↓
見
仏
〉

と
い
う
関
係
は
、
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
禅
観
経
典
）
32
（

に
説
く
観
想
行
の
傾

向
と
し
て
首
肯
さ
れ
よ
う
。
観
仏
の
初
歩
的
な
手
段
で
あ
る
観
像
）
33
（

を
含
め

る
と
、〈
観
像
↓
観
仏
↓
見
仏
〉
と
い
う
過
程
が
想
定
さ
れ
、
全
体
と
し
て

見
仏
を
目
的
と
す
る
観
法
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
＝
規
範
で
あ
る
こ
と
が
解
さ
れ

る
。
そ
の
意
味
で
観
仏
三
昧
）
34
（

な
ど
の
宗
教
実
践
は
〈
規
範
↓
瞑
想
〉
の
過

程
に
該
当
す
る
事
項
と
い
え
る
。

仏
教
美
術
と
の
関
係
で
は
、
禅
観
経
典
が
盛
ん
に
漢
訳
さ
れ
た
と
さ
れ

る
五
世
紀
前
半
、
観
仏
三
昧
な
ど
を
行
う
た
め
に
観
想
す
べ
き
内
容
が
壁

画
に
描
か
れ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
）
35
（

。
こ
の
〈
規
範
↓
造
像
↓
瞑
想
〉
と
い



感
得
像
考
―
―
感
得
の
意
義
と
宗
教
芸
術
性
に
つ
い
て
―
―
（
熊
谷
貴
史
）

七
一

う
あ
り
方
も
仏
教
美
術
に
お
け
る
制
作
態
度
の
一
つ
と
し
て
理
解
し
て
お

き
た
い
。

③
基
層
性
と
初
発
性

さ
て
仏
典
に
み
る
尊
容
や
観
法
は
、
い
わ
ば
仏
教
の
表
層
に
顕
在
化
し

た
事
象
と
し
て
、
瞑
想
や
造
像
の
場
で
規
範
的
に
作
用
す
る
こ
と
が
多
い
。

便
宜
的
に
示
し
た
〈
規
範
・
瞑
想
・
造
像
〉
な
ど
の
関
係
も
概
し
て
規
範

を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
遵
守
に
は
当
然
一
定
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
。

一
方
、
三
十
二
相
の
形
成
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
規
範
的
事
項
も
次
第
に

整
理
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。そ
れ
を
単
に
考
案
・
創
作
さ
れ
た
型
で
は
な

く
、
宗
教
的
事
実
と
し
て
認
め
る
意
識
・
自
覚
は
、
体
験
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
る
面
が
あ
ろ
う
。
勿
論
そ
れ
は
規
範
に
即
し
て
行
わ
れ
る
実
践
の
価

値
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
規
範
形
成
に
先
立
つ
段
階
に
も
想
定
さ
れ
て

よ
い
。
経
験
則
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
、
す
な
わ
ち
感
得
で
あ
る
。
そ

の
際
、
三
十
二
相
や
観
仏
三
昧
な
ど
の
規
範
的
な
事
項
か
ら
、
相
好
な
ど

の
具
体
的
な
要
素
を
一
旦
取
り
去
る
こ
と
に
よ
り
、
感
得
は
基
層
概
念
と

し
て
還
元
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

観
仏
や
見
仏
の
あ
り
方
か
ら
演
繹
さ
れ
る
こ
と
は
、
観
想
の
よ
う
な
瞑0

想
的
実
践
法
の
正
当
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
、
見
仏
の
よ
う
に
顕
現
し
た
対
象
を
事
実
と
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

て
認
識
す
る
態
度

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
れ
は
本
章
冒
頭
に
確
認
し
た
感
得
の
語
義

に
通
底
す
る
性
質
と
し
て
敷
衍
さ
れ
よ
う
。禅
観
経
典
類
に
示
さ
れ
る〈
観

仏
↓
見
仏
〉
と
い
う
観
想
行
は
、
潜
在
的
に
感
得
と
い
う
あ
り
方
を
認
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
感
得
は
仏
教
に
お
い
て
深
層

的
に
広
く
肯
定
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
ま
た
規
範
を
前
提
と
す
る
観
想
に

お
い
て
も
、
顕
現
し
た
仏
尊
を
感
見
・
体
得
し
た
場
合
に
は
〈
観
想
↓
感

得
〉
と
い
う
過
程
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
先
に
観
想
の
語
義
に
も
触
れ
た
が
、

観
仏
は
観
想
と
し
て
の
過
程

0

0

で
あ
り
、
感
得
は
見
仏
を
含
む
宗
教
体
験
の

結
果

0

0

で
あ
る
。
た
だ
し
感
得
は
、
観
仏
や
見
仏
の
よ
う
に
顕
在
化
し
た
仏

教
の
公
的
な
実
践
項
目
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
行
者
の
私
的
な
体
験
と
し

て
、
感
得
に
は
規
範
を
超
え
た
主
体
性
が
想
定
さ
れ
る
。
規
範
の
効
力
に

つ
い
て
は
図
像
と
の
関
係
で
後
述
す
る
が
、
以
上
の
こ
と
は
感
得
が
思
想

や
文
化
の
多
様
化
を
促
す
原
動
力
と
成
り
得
る
、
汎
用
な
基
層
概
念
で
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

と
こ
ろ
で
前
掲
の
感
得
の
語
義
は
、
漢
訳
語
と
し
て
の
〈
感
得
〉
の
語

彙
で
あ
っ
た
。
こ
の
語
は
『
佛
教
漢
梵
大
辞
典
』
に
よ
る
と
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
のabhinirvartayati

／nirvartayati

に
相
当
し
）
36
（

、『
漢
訳
対
照
梵
和

大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
「
生
産
す
る
」「
成
就
す
る
」
な
ど
の
意
で
あ
る
）
37
（

。
筆

者
は
梵
文
原
典
を
精
査
す
る
過
程
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
が
、
以
上
に

み
て
き
た
感
得
の
性
質
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
く
、
本
稿
が
想
定
す
る

感
得
概
念
を
傍
証
す
る
も
の
と
し
て
把
握
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
漢
訳
仏
典
中
に
散
見
さ
れ
る
感
得
の
語
の
用
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、

概
し
て
感
得
さ
れ
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
感
得
す
べ
き
内
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容
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
）
38
（

。
感
得
さ
れ
る
対
象
は
予
め
規
定

さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
を
必
要
と
し
な
い
―
―
こ
の
こ
と
は
転
じ
て
初
発
的
な

性
質
が
内
包
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。基
層
的
性
質
と
と
も
に
、こ

の
初
発
的
性
質
は
感
得
の
意
義
を
把
握
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
こ
の

点
に
関
連
し
、
次
節
は
仏
教
美
術
に
お
け
る
図
像
と
の
相
関
概
念
と
し
て

感
得
の
意
味
を
捉
え
て
い
こ
う
。

④
感
得
と
図
像

感
得
と
図
像
）
39
（

は
仏
教
美
術
に
お
け
る
一
種
の
循
環
概
念
で
あ
る
こ
と
が

川
野
憲
一
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
40
（

。
図
像
は
宗
教
芸
術
を
意
味
付

け
る
形
式
的
要
素
で
あ
り
、
仏
教
美
術
研
究
に
お
い
て
も
図
像
考
証
に
よ

る
成
果
は
大
き
い
。
そ
れ
は
経
軌
＝
テ
キ
ス
ト
や
密
教
図
像
に
示
さ
れ
る

形
相
と
の
照
合
で
あ
り
、
ま
た
既
存
の
作
例
に
み
る
形
式
と
の
比
較
に
よ

る
。
し
か
し
一
方
で
テ
キ
ス
ト
・
図
像
に
示
さ
れ
る
教
義
的
規
範
、
あ
る

い
は
既
存
の
作
例
に
基
づ
く
慣
習
的
規
範
は
、
仏
教
が
長
い
時
間
を
か
け

様
々
な
地
域
を
経
て
蓄
積
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
規
範
自
体
も
長
期
的
に

み
れ
ば
流
動
的
な
側
面
を
も
ち
、
そ
こ
に
は
信
仰
の
担
い
手
で
あ
る
人
間

の
、
能
動
的
な
活
動
が
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
規
範
＝

図
像
は
、
時
々
の
信
仰
の
表
層
を
形
成
す
る
一
側
面
に
過
ぎ
な
い
）
41
（

。
深
層

（
基
層
）に
は
在
家
を
含
む
信
仰
者
の
生
活
や
社
会
に
密
着
し
た
活
動
が
想

定
さ
れ
、
そ
れ
は
よ
り
自
由
で
流
動
的
、
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
信
仰
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
感
得
は
個
別
の
宗
教
実
践
に
基
づ
く
イ
メ
ー
ジ
創
出
で

あ
り
、
深
層
的
に
信
仰
を
活
性
す
る
事
象
で
あ
る
。

試
み
に
十
一
面
観
音
像
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
及
び
図
像
的
事
項
を
一
瞥

す
る
と
、
耶
舎
崛
多
訳
『
十
一
面
観
音
神
呪
経
』
に
は
用
材
・
像
高
・
持

物
な
ど
の
造
像
条
件
が
記
さ
れ
て
い
る
）
42
（

。
し
か
し
厳
密
に
そ
れ
ら
の
条
件

を
満
た
す
遺
例
は
少
な
く
、
白
檀
や
一
尺
三
寸
と
い
う
規
定
を
満
た
す
例

は
狭
義
に
檀
像
と
称
さ
れ
る
一
部
の
作
例
に
す
ぎ
な
い
）
43
（

。
こ
の
場
合
、
先

立
つ
造
像
例
や
そ
れ
を
用
い
た
修
法
が
テ
キ
ス
ト
に
反
映
し
た
も
の
と
推

測
さ
れ
よ
う
。
ま
た
テ
キ
ス
ト
・
図
像
が
造
像
に
影
響
す
る
こ
と
も
当
然

認
め
ら
れ
る
が
、
尊
容
を
構
成
す
る
要
素
は
規
定
し
き
れ
る
も
の
で
な
い
。

例
え
ば
頭
上
面
に
関
し
て
面
相
や
面
数
な
ど
の
記
述
が
あ
る
が
、
滋
賀
・

渡
岸
像
の
よ
う
に
大
ぶ
り
の
脇
面
を
配
す
る
も
の
、
奈
良
・
法
華
寺
像
や

大
阪
・
道
明
寺
像
の
よ
う
に
頂
上
仏
面
に
上
半
身
を
表
す
例
な
ど
、
各
面

の
配
置
や
造
形
の
さ
れ
方
は
実
に
多
彩
で
あ
る
。
十
一
面
観
音
像
に
お
い

て
は
、
元
来
、
多
数
の
顔
を
具
す
尊
格
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
造
形
意
図
と

し
て
先
行
し
た
で
あ
ろ
う
。
頭
上
面
を
積
み
重
ね
る
イ
ン
ド
・
カ
ー
ン
ヘ

リ
ー
第
四
十
一
窟
脇
尊
像
の
素
朴
な
造
形
や
、
敦
煌
莫
高
窟
第
三
二
一
窟

東
壁
の
例
よ
う
に
尊
体
と
の
均
衡
を
打
ち
破
る
多
面
の
表
現
は
、
仔
細
な

規
定
や
造
形
的
調
和
で
は
な
く
、
尊
格
の
個
性
を
い
か
に
示
す
か
と
い
う

一
点
に
造
形
意
識
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
威
相
の
イ
メ
ー
ジ
創
出
の

背
景
に
こ
そ
感
得
体
験
の
関
与
を
指
摘
し
た
い
。
前
掲
の
渡
岸
寺
像
は
、
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多
面
尊
と
し
て
イ
ン
ド
的
な
異
形
の
イ
メ
ー
ジ
を
継
承
し
つ
つ
、
造
形
的

に
も
破
綻
な
く
ま
と
め
た
秀
逸
な
作
例
と
い
え
る
。
一
方
、
時
代
が
下
る

と
造
形
的
な
形
式
化
が
進
み
、
頂
上
仏
面
以
外
の
頭
上
面
を
小
さ
く
一
列

に
配
す
る
例
が
増
え
る
。
し
か
し
『
大
正
図
像
』
所
載
の
諸
図
像
の
う
ち
、

そ
の
形
式
は
一
例
し
か
確
認
さ
れ
な
い
）
44
（

。
い
わ
ゆ
る
白
描
図
像
は
尊
容
の

規
範
と
し
て
あ
る
以
前
に
、
特
異
な
尊
容
を
伝
承
す
る
こ
と
に
本
義
が
あ

ろ
う
。
そ
の
像
容
が
一
様
で
な
い
の
は
、
折
々
に
感
得
さ
れ
た
尊
容
や
造

形
化
さ
れ
た
特
殊
な
像
容
を
、
そ
れ
ぞ
れ
宗
教
的
事
実
と
認
め
て
記
録
し

た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

さ
て
図
像
や
テ
キ
ス
ト
に
示
さ
れ
る
尊
容
は
、
信
仰
の
表
層
に
顕
在
化

し
た
規
範
的
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
得
る
が
、
概
し
て
そ
の
効
力
は
形
式
面
に

お
い
て
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
像
容
を
総
体
と
し
て
構
想
す
る
主
体
は
、

ま
た
別
に
想
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
一
翼
を
担
う
の
は
実
際
に
造
像
に

携
わ
る
制
作
者
で
あ
り
、
作
家
個
人
の
感
性
や
地
域
性
な
ど
に
起
因
し
て
、

い
わ
ゆ
る
様
式
面
に
帰
結
す
る
。
他
方
、
神
秘
体
験
よ
っ
て
感
得
さ
れ
る

イ
メ
ー
ジ
も
、
全
体
観
を
方
向
付
け
る
要
因
と
し
て
、
様
式
的
な
発
露
の

可
能
性
が
あ
ろ
う
。
筆
者
は
美
術
史
で
言
う
様
式
は
深
層
的
作
用
を
反
映

し
た
も
の
、
形
式
は
表
層
的
作
用
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
も
の
と
捉
え
る

が
、
こ
の
意
味
で
深
層
的
事
象
で
あ
る
感
得
（
像
）
に
は
、
様
式
面
の
解

釈
が
求
め
ら
れ
る
。

前
述
の
川
野
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
感
得
さ
れ
た
尊
容
の
図
像
的

特
異
性
は
、
そ
れ
が
規
範
化
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
み
特
殊
な
尊
容
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

認
識
さ
れ
る
余
地
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
勿
論
感
得
譚
を
伴
う
場
合
は
黄
不
動
像
の
よ

う
に
感
得
像
と
し
て
伝
わ
る
例
も
あ
る
が
、
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
黄
不
動

の
尊
容
が
定
着
＝
規
範
化
す
る
過
程
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
感
得
さ
れ

た
尊
容
は
造
像
や
図
像
を
介
し
て
規
範
化
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
逆
説
的
な
が
ら
従
来
の
よ
う
に
、
形
式
的
要
素
・
図
像
的
差
異

の
み
で
感
得
像
を
説
明
す
る
こ
と
は
矛
盾
を
孕
ん
で
い
る
。
し
か
し
図
像

の
遵
守
を
重
ん
じ
る
密
教
や
、
浄
土
変
相
の
よ
う
に
規
範
的
図
像
の
効
力

が
大
き
い
事
柄
や
環
境
に
お
い
て
、
図
像
と
の
差
異
は
殊
更
強
調
さ
れ
る
。

そ
れ
を
容
認
す
る
手
立
て
と
し
て
の
み
感
得
の
語
を
用
い
る
な
ら
ば
、
感

得
体
験
の
意
義
を
埋
没
さ
せ
、
ま
た
図
像
の
意
義
を
も
形
骸
化
さ
せ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
。
感
得
は
云
わ
ば
〈
宗
教
的
初
発
性
〉
と
も
い
う
べ

き
意
義
を
認
め
得
る
事
象
で
あ
り
、
尊
像
の
多
様
な
姿
を
方
向
付
け
る
宗

教
芸
術
の
画
期
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
図
像
＝
規
範
に
先
立
つ
創
造
的
な

事
象
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
、
図
像
を
前
提
と
し
た
逸
脱
に
の
み
適
応
す

る
も
の
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
経
典
は
無
仏
の
時
代
に
お
い
て
如
法
と
し
て
の
意
義
が
求
め

ら
れ
る
が
、
多
く
の
宗
教
が
有
す
る
文
字
化
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
聖
典
類
は
、

宗
教
発
生
と
同
時
に
在
る
も
の
で
は
な
い
。
特
に
仏
教
で
は
長
い
期
間
を

経
て
膨
大
な
仏
典
群
が
編
纂
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
に
は
感
得
の
よ
う
な

宗
教
体
験
に
基
づ
い
て
、
文
字
・
言
葉
と
い
う
媒
体
に
よ
っ
て
伝
承
し
た
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例
も
あ
ろ
う
。
仏
典
の
整
理
や
教
義
の
研
鑽
が
長
く
行
わ
れ
て
き
た
よ
う

に
、
実
践
的
宗
教
活
動
の
流
れ
も
当
然
想
定
さ
れ
て
よ
い
。
例
え
ば
「
至

十
五
日
夜
。
時
観
世
音
来
入
道
場
。
其
栴
檀
像
自
然
動
揺
。
其
像
動
時

三
千
大
千
世
界
倶
時
振
動
。
其
像
頂
上
佛
面
出
聲
讃
行
者
言
。
善
哉
善
哉

善
男
子
）
45
（

」
な
ど
の
記
述
は
原
初
に
何
ら
か
の
体
験
が
あ
っ
た
こ
と
を
彷
彿

と
さ
せ
る
。
視
点
を
変
え
れ
ば
視
覚
的
な
内
容
を
即
時
に
示
す
方
法
と
し

て
、
感
得
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
直
接
造
形
化
す
る
可
能
性
も
想
定
さ
れ
よ
う
。

仏
教
尊
像
に
は
、
古
来
感
得
さ
れ
た
尊
容
が
図
像
化
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ

く
造
像
の
脈
が
あ
る
一
方
、
時
代
や
地
域
を
越
え
、
時
々
に
感
得
さ
れ
た

イ
メ
ー
ジ
が
水
脈
の
よ
う
に
流
れ
て
い
る
。

⑤
感
得
概
念
の
大
局
化
―
規
範
性
と
創
造
性
を
め
ぐ
っ
て
―

以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
、
本
章
の
小
結
と
し
て
感
得
の
概
念
に
つ
い
て

整
理
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
感
得
は
神
秘
体
験
に
よ
っ
て
神
仏
を
感
見
す
る

こ
と
で
あ
り
、そ
の
尊
容
は
規
範
的
イ
メ
ー
ジ
を
必
要
と
し
な
い
。ま
た
観

想
の
よ
う
に
規
範
を
前
提
と
す
る
場
合
で
も
、
規
範
（
図
像
）
は
あ
く
ま

で
形
式
面
に
お
い
て
作
用
す
る
も
の
で
、
現
出
す
る
尊
容
の
総
体
は
折
々

に
創
出
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
〈
宗
教
的
初
発
性
〉
を

内
包
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
無
意
識
に
反
映
さ
れ
る
知
識
の
影
響
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
。規
範
に
則
る
こ
と
と
、潜
在
的
な
イ
メ
ー
ジ
ソ
ー
ス
が
影

響
す
る
こ
と
は
似
て
非
な
る
過
程
で
あ
り
、
感
得
の
意
義
を
捉
え
る
点
で

重
要
で
あ
る
。
ま
た
観
想
の
よ
う
に
規
範
に
基
づ
く
宗
教
実
践
、
あ
る
い

は
尊
像
制
作
の
場
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
や
既
存
の
作
例
な
ど
の
規
範
的
イ

メ
ー
ジ
を
完
全
に
切
り
離
す
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
感

得
に
よ
る
宗
教
的
初
発
性
と
時
々
の
規
範
的
イ
メ
ー
ジ
の
錯
綜
が
考
慮
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
〈
創
造
性
〉
と
〈
規
範
性
〉

と
し
て
、
両
者
の
比
重
に
よ
っ
て
異
な
る
感
得
の
意
義
を
示
し
て
お
こ
う
。

①
新
た
な
尊
格
・
尊
容
を
創
出
す
る

②
既
存
の
尊
格
・
尊
容
を
別
の
尊
格
・
尊
容
へ
読
み
替
え
る

③
同
一
尊
格
を
規
範
と
は
別
の
尊
容
に
再
創
造
す
る

右
記
の
①
〜
③
は
一
見
異
な
る
宗
教
的
事
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

背
景
に
感
得
と
い
う
概
念
を
置
く
こ
と
で
同
質
の
宗
教
性
を
見
出
す
こ
と

が
出
来
る
。
こ
の
う
ち
①
は
感
得
に
よ
る
〈
創
造
性
〉
が
よ
り
強
い
事
項

で
あ
り
、
②
、
③
の
順
に
感
得
体
験
に
お
い
て
〈
規
範
性
〉
の
関
与
す
る

比
重
が
大
き
く
な
る
。
①
は
宗
教
的
意
義
に
お
い
て
原
初
的
で
あ
り
そ
の

イ
メ
ー
ジ
創
出
に
お
い
て
自
由
さ
が
支
配
的
で
あ
る
。
②
は
①
に
準
じ
る

創
造
性
を
想
定
し
た
事
項
で
、
例
え
ば
古
代
イ
ン
ド
の
神
々
が
仏
教
の
尊

格
と
し
て
取
り
込
ま
れ
た
り
）
46
（

、
仏
教
内
で
は
観
音
菩
薩
の
変
化
身
と
し
て

変
化
観
音
が
成
立
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
該
当
す
る
。
ま
た
日
本
に
お
け
る
神
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七
五

仏
習
合
も
②
の
事
例
と
し
て
把
握
さ
れ
よ
う
）
47
（

。
そ
し
て
③
が
感
得
像
と
し

て
従
来
理
解
さ
れ
て
き
た
事
例
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
規
範
的
イ
メ
ー
ジ

と
の
差
異
に
よ
っ
て
そ
の
特
異
性
が
見
出
さ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
規
範
と

の
差
異
以
外
に
つ
い
て
は
、〈
規
範
性
〉
の
支
配
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

な
お
〈
創
造
性
〉
と
〈
規
範
性
〉
は
相
矛
盾
す
る
性
質
で
あ
る
が
、
前

述
の
よ
う
に
規
範
は
あ
く
ま
で
部
分
や
形
式
に
お
い
て
一
面
的
に
作
用
す

る
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
宗
教
と
い
う
い
わ
ば
非
合
理
的
な
世
界
、
特
に

古
代
の
事
例
に
お
い
て
二
重
基
準
）
48
（

を
一
概
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〈
規
範
性
〉
が
公
的
側
面
を
も
つ
信
仰
の
表
層
で
あ
る
の
に
対
し
、〈
創
造

性
〉
は
信
仰
の
深
層
と
し
て
私
的
側
面
を
も
つ
。
例
え
ば
仏
教
の
表
層
と

し
て
公
的
な
目
的
が
成
仏
で
あ
る
の
に
対
し
、
深
層
で
は
よ
り
私
的
な
現

世
利
益
的
信
仰
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
二
律
背
反
的
に
作
用
す
る
信

仰
の
実
態
と
し
て
複
眼
的
に
把
握
さ
れ
よ
う
。（
図
１
）

以
上
は
大
局
的
な
感
得
の
解
釈
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、
①
〜
③
そ

れ
ぞ
れ
の
状
況
で
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
具
現
化
さ
れ
た
と
き
、
仏
教
美
術
に

お
け
る
広
義
の
感
得
像
概
念
に
転
換
す
る
。
さ
ら
に
人
間
の
手
が
介
在
す

る
仏
教
美
術
に
は
、
制
作
者
の
感
性
に
起
因
す
る
芸
術
的
〈
創
造
性
〉
が

大
き
な
要
素
と
し
て
複
雑
に
絡
み
合
う
。
前
述
の
よ
う
に
〈
創
造
性
〉
は

信
仰
の
深
層
で
あ
り
私
的
側
面
を
も
つ
が
、
感
得
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
個
々

に
自
由
な
幅
を
も
つ
の
と
同
時
に
、
制
作
者
に
は
豊
か
な
表
現
の
幅
が
あ

る
。
云
わ
ば
〈
芸
術
的
初
発
性
〉
で
あ
り
、
美
術
史
が
言
及
す
る
重
要
な

側
面
で
あ
る
。
感
得
者
に
よ
る
〈
宗
教
的
初
発
性
〉
と
と
も
に
、
仏
教
美

術
の
多
様
化
を
促
す
要
因
と
し
て
、
重
層
的
に
信
仰
の
基
層
に
混
在
す
る

要
素
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
造
形
化
さ
れ
た
と
き
、
尊

像
は
宗
教
芸
術
と
し
て
よ
り
昇
華
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

宗
教
的
産
物
の
芸
術
性
に
つ
い
て
は
信
仰
上
の
観
点
か
ら
議
論
も
予
想

図１　「表層と基層」
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さ
れ
る
が
、
信
仰
の
実
体
と
し
て
展
開
す
る
様
々
な
側
面
の
う
ち
、
宗
教

芸
術
は
人
間
の
手
が
介
在
す
る
情
操
的
行
為
で
あ
る
。
尊
像
を
鑑
賞
の
対

象
と
観
る
か
、
信
仰
の
対
象
と
し
て
礼
拝
す
る
か
の
認
識
の
差
は
、
近
代

的
価
値
観
に
よ
っ
て
生
じ
る
分
別
で
あ
ろ
う
。
制
作
者
は
畏
敬
の
念
を
も

っ
て
宗
教
的
理
想
美
や
威
相
の
造
形
を
目
指
し
、
ま
た
拝
す
る
側
の
感
覚

と
し
て
も
、
礼
拝
対
象
が
魅
力
や
威
厳
を
具
え
る
こ
と
で
彼
等
の
眼
に
よ

り
強
く
印
象
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
尊
像
を
信
仰
の
実
態
と
し
て
理
解
す
る
た

め
に
は
、
純
粋
に
教
義
に
還
元
で
き
る
事
項
に
加
え
、
造
形
表
現
に
託
さ

れ
る
制
作
者
・
拝
観
者
た
ち
の
人
間
的
感
情
の
発
露
も
合
わ
せ
て
捉
え
る

必
要
が
あ
る
。

本
節
の
最
後
に
留
意
す
べ
き
事
項
と
し
て
以
下
の
点
を
挙
げ
て
お
く
。

そ
れ
は
感
得
像
の
造
形
化
に
際
し
、
感
得
者
が
直
接
造
形
化
す
る
場
合
と
、

感
得
者
の
指
示
に
よ
っ
て
別
の
者
の
手
で
造
形
さ
れ
る
場
合
が
想
定
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
。前
者
の
場
合
、当
然
な
が
ら
現
代
的
価
値
観
に
よ
る
通
常

の
美
的
水
準
の
も
の
さ
し
で
量
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
ま
た
実
際
に
感
得

者
や
制
作
者
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
感
得
体
験
か
ら
作
例

ま
で
の
イ
メ
ー
ジ
伝
達
の
過
程
、
例
え
ば
〈
感
得
者
＝
制
作
者
↓
尊
像
〉

〈
感
得
者
↓
制
作
者
↓
尊
像
〉〈
感
得
者
↓
制
作
者
↓
尊
像
↓
模
刻
〉
な
ど

の
実
証
も
至
難
を
極
め
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
宗
教
的
造
形
感

覚
の
発
現
と
し
て
、
尊
像
の
表
現
の
中
に
感
得
的
な
イ
メ
ー
ジ
〈
宗
教
的

初
発
性
〉
を
汲
み
取
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

三
、
感
得
像
の
造
形
精
神

①
黄
不
動
感
得
譚

感
得
像
に
示
さ
れ
る
〈
宗
教
的
初
発
性
〉
と
は
如
何
に
し
て
得
ら
れ
る

の
か
、
ま
た
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
造
形
に
反
映
さ
れ
る
の
か
。
こ
こ

で
は
感
得
像
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
人
間
の
関
わ
り
方
に
眼
を
向
け
、
造
形

精
神
の
在
り
よ
う
を
探
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
特
定
の
尊
格
や
信
仰
か
ら
距
離
を
置
く
た
め
、
以
降
、
便
宜
的
に

〈
冥
―
顕
〉の
対
概
念
を
援
用
す
る
。
す
な
わ
ち
我
々
の
住
む
顕
界
に
対
し

て
神
仏
の
存
在
す
る
冥
界
―
―
そ
れ
は
通
常
の
生
活
に
お
い
て
は
感
知
す

る
こ
と
の
な
い
、
あ
る
い
は
出
来
な
い
世
界
（
領
域
）
で
あ
り
、
時
間
・

空
間
的
次
元
と
は
異
な
る
距
離
観
で
現
世
（
顕
界
）
と
の
隔
た
り
を
も
つ

他
界
で
あ
る
。
し
か
し
冥
界
と
顕
界
の
隔
た
り
は
何
ら
か
の
宗
教
的
手
続

き
に
よ
っ
て
一
定
の
回
路
を
も
つ
場
面
、〈
冥
―
顕
〉
の
接
触
が
あ
り
、
霊

告
や
夢
告
は
そ
の
例
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
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。
本
稿
の
主
題
で
あ
る
感

得
も
、
冥
界
の
存
在
で
あ
る
神
仏
と
、
顕
界
の
存
在
で
あ
る
人
間
が
接
触

す
る
事
象
と
し
て
把
握
さ
れ
よ
う
。

ま
た
感
得
の
状
況
を
確
認
で
き
る
希
少
な
例
と
し
て
黄
不
動
感
得
譚
に

拠
る
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
感
得
は
よ
り
巨
視
的
に
把
握
さ
れ
る

概
念
で
あ
り
、
本
例
も
あ
く
ま
で
そ
の
一
端
と
捉
え
る
。
さ
ら
に
九
〇
二

（
延
暦
二
）
年
と
い
う
撰
述
時
期
を
鑑
み
れ
ば
、こ
の
伝
記
は
平
安
前
期
頃
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の
精
神
性
（
心
性
）
に
基
づ
く
感
得
観
の
一
事
例
で
あ
る
。
で
は
円
珍
に

よ
る
感
得
体
験
の
状
況
を
確
認
し
よ
う
。

初
承
和
五
年
冬
月
、
和
尚
昼
座
禅
於
石
龕
之
間
也
、
忽
有
金
人
現
形

云
、
汝
当
図
画
成
形
慇
懃
帰
仰
、
和
尚
問
云
、
此
化
来
之
人
、
方
以
之

人
、
方
以
為
誰
乎
、
金
人
答
云
、
我
金
色
不
動
明
王
也
、
我
愛
念
法

器
、
故
常
擁
護
汝
身
、
須
早
究
三
密
之
微
奥
、
為
衆
生
之
舟
航
、
爰

熟
見
其
形
、
魁
偉
奇
妙
、
威
光
熾
盛
、
手
捉
刀
剣
、
足
踏
虚
空
、
於

是
和
尚
頂
礼
、
意
存
之
、
即
令
画
工
図
写
其
像
、
像
今
猶
有
之
、
…）
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本
例
で
は
顕
界
に
お
い
て
座
禅
（
瞑
想
）
を
行
い
、
冥
界
へ
の
回
路
を

開
い
た
の
は
円
珍
和
尚
で
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
冥
界
か
ら
顕
界
の
円
珍

に
接
触
し
た
の
が
金
色
不
動
明
王
で
あ
る
。
ま
ず
感
得
の
き
っ
か
け
と
し

て
、
あ
る
い
は
冥
界
へ
の
接
触
の
手
続
き
と
し
て
円
珍
が
座
禅
（
瞑
想
）

を
行
う
。
こ
れ
は
顕
界
か
ら
冥
界
へ
む
け
た
働
き
か
け
で
あ
り
、
円
珍
の

主
体
的
な
行
為
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
時
間
帯
は
昼
で
あ
り
、
昼
＝
顕
・
夜

＝
冥
と
い
う
時
間
的
属
性
が
想
定
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
践
者
の

宗
教
的
資
質
や
主
体
性
に
よ
っ
て
昼
で
も
冥
界
と
の
交
流
は
可
能
と
な
る
。

円
珍
の
宗
教
的
資
質
に
つ
い
て
は
改
め
て
確
認
す
る
必
要
も
な
い
が
、
記

述
の
中
で
は
不
動
明
王
の
「
我
愛
念
法
器
、
故
常
擁
護
汝
身
、
須
早
究
三

密
之
微
奥
、
為
衆
生
之
舟
航
」
と
い
う
発
言
に
そ
の
一
端
が
窺
え
る
。
そ

れ
ら
の
内
容
は
単
な
る
空
想
的
な
出
来
事
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
円
珍
と

い
う
高
僧
が
体
験
し
た
宗
教
的
事
実
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。

次
い
で
円
珍
和
尚
の
眼
前
に
忽
然
と
金
人
が
現
れ
る
。
感
得
、
す
な
わ

ち
冥
界
と
顕
界
が
接
触
し
た
瞬
間
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
円
珍
は
金
人

が
不
動
明
王
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
冥
界
（
＝
神

仏
）
と
の
交
流
を
は
か
っ
た
の
は
円
珍
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
対
象
が
ど

の
よ
う
な
尊
格
（
尊
容
）
で
あ
る
の
か
は
予
測
不
可
能
で
あ
っ
た
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
仏
教
修
法
と
し
て
の
観
想
の
よ
う
に
、
予
め
規
定
さ
れ

た
尊
格
・
情
景
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
の
で
は
な
い
。
未
知
な
る

0

0

0

0

神
仏
と
の
遭

0

0

0

0

0

遇0

、
こ
れ
が
感
得
の
特
筆
す
べ
き
点
で
あ
り
観
想
な
ど
の
類
似
す
る
概
念

や
行
為
と
異
な
る
特
性
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
で

あ
る
。

忽
然
と
出
現
し
た
金
人
、
す
な
わ
ち
後
に
金
色
不
動
明
王
で
あ
る
こ
と

を
名
乗
る
冥
界
の
存
在
が
、
顕
界
の
存
在
で
あ
る
円
珍
の
眼
前
（
心
中
）

に
示
現
し
た

0

0

0

0

。
そ
の
容
姿
は
「
魁
偉
奇
妙
・
威
光
熾
盛
、
手
捉
刀
剣
、
足

踏
虚
空
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
冥
界
か
ら
の
視
覚
的
情
報

を
顕
界
で
感
受
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
「
金
」
と
い

う
色
彩
的
要
素
を
含
む
点
も
注
目
さ
れ
る
。
視
覚
的
情
報
を
感
受
す
る
器

官
は
い
う
ま
で
も
な
く
眼
で
あ
る
が
、
こ
の
瞑
想
中
の
出
来
事
は
円
珍
の

心
中
で
展
開
さ
れ
た
宗
教
体
験
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
円
珍
の
眼
は
通
常

の
感
覚
器
官
と
し
て
現
実
世
界
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。
仮
に
円
珍
の
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眼
が
開
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
眼
は
重
層
的
に
冥
界
た
る
金
色
不
動

明
王
を
と
ら
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
一
連
の
問
答
に
よ
っ
て
冥
界
か

ら
発
せ
ら
れ
る
聴
覚
的
情
報
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
、
逆
に
顕
界
か
ら

の
問
い
か
け
が
冥
界
へ
伝
わ
っ
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。

当
然
こ
の
よ
う
な
神
秘
体
験
の
内
実
に
迫
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、

我
々
は
宗
教
的
事
象
か
ら
非
合
理
性
を
排
除
し
て
そ
の
実
態
を
理
解
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
円
珍
は
単
純
に
無
機
的
イ
メ
ー
ジ
を
想
起
し
た
の
で

は
な
く
、
精
神
的
高
揚
の
中
で
全
神
経
を
通
し
全
身
で
神
仏
と
対
峙
し
て
、

宗
教
体
験
を
し
た
だ
ろ
う
。
感
得
と
は
顕
界
か
ら
の
能
動
的
な
働
き
か
け

に
対
す
る
冥
界
か
ら
の
顕
現

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
感
得
者
は
そ
の
示
現
の
奇
蹟
を
全

身
で
感
受
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
体
得
す
る
。
こ
の
冥
界
（
神
仏
）
の
イ
メ
ー

ジ
を
具
現
化
し
た
も
の
が
感
得
像
で
あ
り
、
そ
の
尊
容
に
対
し
て
は
宗
教

体
験
に
基
づ
く
独
自
性
の
自
覚

0

0

0

0

0

0

が
あ
る
。
本
例
は
金
人
・
金
色
不
動
明
王

と
い
う
特
殊
な
尊
容
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
感
得
体
験
を
認
め
る
心

性
に
も
あ
ら
た
め
て
注
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
感
得
像
の

造
形
精
神
は
支
え
ら
れ
て
い
る
。

加
え
て
黄
不
動
感
得
説
話
で
は
「
即
令
画
工
図
写
其
像
」
と
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
画
工
が
造
形
作
業
を
担
う
。
次
は
こ
の
点
を
踏
ま
え
、
感
得

像
の
制
作
事
情
と
機
能
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

②
感
得
者
・
制
作
者
・
拝
観
者
の
位
置

い
ま
黄
不
動
感
得
説
話
を
手
掛
か
り
に
、
感
得
体
験
の
当
事
者
で
あ
る

感
得
者
と
神
仏
の
関
わ
り
方
を
み
た
。
こ
れ
は
い
わ
ば
直
接
的
に
両
者
が

接
触
す
る
〈
冥
‐
顕
〉
交
流
の
一
次
的
な
段
階
と
い
え
る
。
感
得
と
し
て

は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
体
験
で
あ
り
、
神
仏
と
感
得
者
の
あ
い
だ
に
は
問
答
を

含
め
た
実
際
の
や
り
取
り
が
可
能
な
段
階
で
あ
る
。
そ
の
体
験
は
感
得
者

側
か
ら
見
て
視
覚
的
情
報
を
感
受
し
得
る
も
の
で
、
感
得
者
は
神
仏
の
視

覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
記
憶
・
体
得
す
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
示
現
し
た
神
仏

の
特
徴
的
な
形
相
が
よ
り
強
く
印
象
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
例
え
ば
黄
不
動
感

得
に
お
け
る
「
金
」
と
い
う
特
異
な
身
色
は
、
円
珍
が
尊
格
の
名
称
を
不

動
明
王
で
あ
る
と
認
識
す
る
前
か
ら
「
金
人
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
具
現
化
す
る
人
間
と
し
て
制
作
者
の
存
在
が

挙
げ
ら
れ
る
。
黄
不
動
感
得
譚
で
は
「
画
工
」
が
登
場
し
て
い
る
が
、
感

得
者
が
直
接
制
作
者
と
し
て
造
形
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
前
述
の

と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
感
得
者
と
制
作
者
が
別
々
の
人
間

で
あ
る
場
合
を
仮
定
し
て
お
こ
う
。
感
得
の
第
一
段
階
に
お
い
て
感
得
者

が
得
た
神
仏
の
尊
容
を
造
形
化
し
、
一
般
民
衆
に
神
仏
の
存
在
を
伝
え
る

と
い
う
行
為
が
布
教
的
な
観
点
か
ら
想
定
さ
れ
る
。
実
際
に
造
像
に
携
わ

る
人
間
は
、
感
得
者
か
ら
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
指
示
さ
れ
、
生
の
感
得
体
験

を
聞
く
。
制
作
者
は
感
得
の
当
事
者
以
外
で
は
最
も
原
体
験
に
近
く
、
感

得
者
を
通
し
て
間
接
的
に
神
仏
の
姿
を
知
る
。
造
像
に
は
感
得
者
に
印
象
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付
け
ら
れ
た
神
仏
の
特
徴
的
な
形
相
が
殊
に
強
調
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ

が
〈
宗
教
的
初
発
性
〉
と
し
て
把
握
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
。
ま
た
制
作
者

が
優
れ
た
芸
術
家
で
あ
れ
ば
、感
得
者
の
意
図
を
汲
み
取
り
つ
つ
感
性
的
・

芸
術
的
に
造
形
を
ま
と
め
あ
げ
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
〈
芸
術
的
初
発
性
〉

と
し
て
言
及
さ
れ
る
側
面
で
あ
る
が
、
宗
教
芸
術
と
し
て
両
者
は
有
機
的

に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
次
ぐ
段
階
と
し
て
、
感
得
者
の
指
示
に
よ
っ
て
制
作
者
が
造
形

化
し
た
神
仏
の
イ
メ
ー
ジ
―
―
す
な
わ
ち
感
得
像
を
、
信
仰
対
象
と
し
て

拝
す
る
拝
観
者
が
い
る
。
感
得
者
や
制
作
者
が
限
ら
れ
た
範
囲
の
人
間
で

あ
る
の
に
対
し
拝
観
者
は
一
般
多
数
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
は
感
得
像
が

消
滅
し
な
い
限
り
時
間
的
制
約
を
越
え
て
想
定
さ
れ
、
極
言
す
れ
ば
現
代

の
我
々
も
含
ま
れ
る
。
感
得
者
と
神
仏
の
関
わ
り
が
一
次
的
、
次
い
で
制

作
者
が
感
得
者
を
通
じ
て
二
次
的
な
関
係
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
拝
観

者
は
造
形
化
さ
れ
た
感
得
像
を
介
す
る
三
次
的
な
〈
冥
―
顕
〉
交
流
の
状

況
に
置
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
感
得
像
制
作
か
ら
時
間
的
・
空
間
的
な
隔

た
り
を
経
て
も
、
感
得
像
を
拝
す
る
こ
と
は
感
得
者
が
遭
遇
し
た
神
仏
の

姿
を
間
接
的
に
観
る
こ
と
で
あ
る
。
感
得
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
特
徴
が
意

識
的
に
造
形
化
さ
れ
、
感
得
像
か
ら
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
汲
み
取
る
こ
と
は

感
得
の
擬
似
的
な
経
験
と
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
感
得
像
は
〈
冥
―
顕
〉

交
流
の
媒
体
と
し
て
感
得
者
以
外
の
人
間
に
神
仏
の
イ
メ
ー
ジ
を
伝
承
す

る
も
の
で
あ
る
（
図
２
）。
こ
の
よ
う
な
理
解
が
あ
っ
て
こ
そ
、仏
菩
薩
に

見
え
よ
う
と
す
る
手
立
て
と
し
て
、
密
教
に
お
い
て
は
諸
尊
を
観
じ
合
一

し
よ
う
と
す
る
際
の
規
範
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
な
観
想
（
観
像
）
の
た

め
の
造
像
や
壁
画
制
作
の
意
味
も
あ
ら
た
め
て
見
直
さ
れ
よ
う
。

図２　「感得体験とイメージの伝達」
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③
神
仏
顕
現
の
奇
跡
と
表
現

感
得
像
は
顕
現
し
た
神
仏
の
個
性
や
存
在
感
を
い
か
に
強
く
表
現
し
て

い
る
か
、
と
い
う
観
点
に
よ
っ
て
そ
の
造
形
意
図
を
見
出
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。そ
れ
は
尊
像
の
量
感
や
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
含
め
た
、全
体
観
を

含
む
異
相
・
威
相
で
あ
る
。
尊
像
が
拝
す
る
者
に
感
得
的
イ
メ
ー
ジ
、
す

な
わ
ち
〈
宗
教
的
初
発
性
〉
を
喚
起
さ
せ
る
と
き
、
我
々
は
そ
の
背
景
に

感
得
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

一
方
、
原
初
の
感
得
像
と
そ
れ
が
模
刻
さ
れ
て
伝
わ
る
場
合
の
解
釈
に

つ
い
て
は
事
情
が
複
雑
で
あ
る
。
模
刻
と
は
複
製
で
あ
り
、
思
想
的
に
は

図
像
化
、
芸
術
的
に
は
形
式
化
を
伴
い
、
段
階
を
経
て
原
像
が
有
し
た
初

発
性
は
薄
れ
て
ゆ
く
の
が
常
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
感
得
像
の
オ
リ
ジ
ナ

ル
は
相
対
的
に
少
な
く
、
加
え
て
感
得
像
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
客
観

的
な
材
料
は
皆
無
に
等
し
い
。
し
か
し
従
来
指
摘
さ
れ
る
図
像
上
の
特
異

性
は
あ
く
ま
で
規
範
を
前
提
と
し
た
説
明
で
あ
り
、
そ
れ
の
み
で
感
得
像

を
解
釈
し
え
な
い
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
宗
教
的
意
義
を
積
極
的

に
認
め
る
な
ら
ば
、
仮
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
感
得
像
か
ら
段
階
を
経
た
作
例

で
あ
っ
て
も
、
原
初
に
感
得
さ
れ
た
神
仏
顕
現
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
伝
え

る
造
形
表
現
は
、
感
得
像
の
系
譜
と
し
て
広
義
に
解
釈
さ
れ
よ
う
。

ま
た
感
得
像
の
造
形
精
神
は
神
仏
顕
現
の
奇
跡
を
具
現
化
す
る
こ
と
に

あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
顕
現
は
一
種
の
動
性
を
と
も
な
う
事
象
で
あ
り
、

た
ち
現
わ
れ
て
く
る
瞬
間
の
奇
跡
、
ま
た
威
神
力
発
現
の
光
景
を
意
識
し

た
表
現
が
予
想
さ
れ
る
。
例
え
ば
井
上
正
氏
が
提
唱
す
る
霊
木
化
現
仏
な

ど
は
、
仏
教
と
日
本
固
有
の
霊
木
信
仰
が
融
和
し
て
、
霊
木
か
ら
仏
が
現

れ
て
く
る
様
を
表
現
し
た
例
で
あ
っ
た
。
特
に
古
密
教
や
山
岳
修
験
な
ど

の
実
践
的
な
信
仰
の
場
、
理
論
体
系
化
さ
れ
た
教
義
の
影
響
が
少
な
い
土

着
的
な
環
境
に
お
い
て
感
得
像
の
意
義
は
特
に
考
慮
さ
れ
る
。
そ
れ
は
記

念
碑
的
に
、
あ
る
い
は
信
仰
の
象
徴
と
し
て
、
永
遠
の
か
た
ち
を
目
指
し

た
尊
像
と
は
本
質
的
に
異
な
る
造
形
態
度
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

従
来
、
図
像
的
な
「
差
異
」
や
「
ず
れ
」
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と

の
多
い
感
得
像
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
感
得
概
念
を
大
局
的
に
捉
え
直
し
、

よ
り
広
範
な
感
得
像
の
解
釈
を
試
み
た
。

仏
教
で
は
瞑
想
的
行
為
に
よ
っ
て
感
見
し
た
内
容
を
、
事
実
と
し
て
認

識
す
る
態
度
が
広
く
確
認
さ
れ
る
。
総
じ
て
感
得
は
仏
教
に
お
い
て
潜
在

的
に
肯
定
さ
れ
る
基
層
概
念
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
規
範
的
イ
メ
ー
ジ

を
前
提
と
し
な
い
、
信
仰
の
深
層
で
展
開
さ
れ
る
自
由
で
能
動
的
な
宗
教

体
験
で
あ
る
。感
得
さ
れ
る
尊
容
は
初
発
的
性
質
を
内
包
し
て
お
り
、図
像

や
規
範
形
成
に
先
立
つ
事
象
と
い
え
る
。
ま
た
神
秘
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ

た
宗
教
的
確
証
に
よ
り
、
感
得
は
尊
容
が
創
出
（
再
創
造
）
さ
れ
る
種
々

の
局
面
に
お
い
て
、
思
想
的
に
も
造
形
的
に
も
大
き
く
作
用
し
得
る
事
象



感
得
像
考
―
―
感
得
の
意
義
と
宗
教
芸
術
性
に
つ
い
て
―
―
（
熊
谷
貴
史
）

八
一

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
感
得
は
〈
宗
教
的
初
発
性
〉
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る

概
念
で
あ
り
、
既
存
の
図
像
を
前
提
と
し
た
逸
脱
で
は
な
い
。
ま
た
感
得

像
の
造
形
精
神
は
神
仏
顕
現
の
奇
跡
を
具
現
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ

る
。
感
得
者
や
制
作
者
が
籠
め
る
感
得
的
イ
メ
ー
ジ
を
、
尊
像
の
全
体
観

や
様
式
的
側
面
に
見
出
す
こ
と
に
よ
り
、
感
得
像
の
解
釈
は
よ
り
広
範
な

も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

な
お
感
得
は
神
秘
体
験
の
様
相
を
、
人
間
の
行
為
を
主
体
と
し
て
み
た

も
の
で
る
。
一
方
で
そ
れ
に
応
じ
る
＝
感
応
す
る
神
仏
側
の
作
用
が
想
定

さ
れ
、
筆
者
は
仏
教
的
な
表
象
と
し
て
神
変
思
想
を
軸
に
考
え
て
い
る
。

〈
感
得
〉
と
〈
神
変
〉
が
一
種
の
相
関
概
念
を
形
成
し
、仏
教
美
術
の
地
平

を
開
く
観
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
付
し
、
こ
れ
を
継
続
的
な
課
題
と

し
て
本
稿
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
す
る
。

註（
１
）
神
変
の
基
礎
的
な
理
解
と
し
て
は
「
佛
菩
薩
等
が
衆
生
教
化
の
為
に
そ

の
身
上
に
示
現
す
る
種
々
不
可
思
議
の
変
異
を
云
う
」（『
望
月
佛
教
大
辞

典
』「
神
変
」
項
）
な
ど
を
参
照
。
こ
れ
に
関
連
し
、筆
者
は
密
教
図
像
学

会
第
二
九
回
学
術
大
会
（
二
〇
〇
九
年
十
二
月
）
に
お
い
て
「
神
変
と
光

背
に
関
す
る
一
考
察
」
と
題
し
口
頭
発
表
を
行
っ
た
。
そ
の
内
容
は
『
密

教
図
像
』
第
二
九
号
に
掲
載
の
予
定
。

（
２
）
法
隆
寺
金
堂
旧
壁
画
な
ど
に
み
ら
れ
る
肥
痩
の
な
い
均
一
な
線
。
西
域

画
家
尉
遅
乙
僧
の
画
風
と
し
て
張
彦
遠
『
歴
代
名
画
記
』
に
示
さ
れ
る
「
屈

鉄
盤
絲
」
の
標
語
の
う
ち
、「
屈
鉄
」
と
「
盤
絲
」
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
筆
法

で
あ
り
、
鉄
線
描
は
「
屈
鉄
」
に
あ
た
る
こ
と
が
西
域
出
土
例
と
合
わ
せ

て
安
藤
佳
香
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。
安
藤
佳
香
「
新
出
ダ
ン
ダ

ン
ウ
イ
リ
ク
壁
画
を
め
ぐ
っ
て
―
西
域
絵
画
に
お
け
る
ホ
ー
タ
ン
様
式
を

考
え
る
―
」（『
日
中
共
同
丹
丹
烏
里
克
遺
跡
学
術
調
査
報
告
書
』
佛
教
大

学
ア
ジ
ア
宗
教
文
化
情
報
研
究
所
佛
教
大
学
ニ
ヤ
遺
跡
学
術
研
究
機
構
、

二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。

（
３
）
『
天
台
宗
延
暦
寺
座
主
円
珍
和
尚
伝
』は
旧
曼
殊
院
本
と
東
寺
古
写
本
の

二
系
統
が
伝
わ
る
。
前
者
は
『
続
群
書
類
従
』、後
者
は
佐
伯
有
清
『
智
証

大
師
伝
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、一
九
八
九
年
）
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ

て
い
る
。

（
４
）
佐
和
隆
研
「
不
動
明
王
像
の
研
究
」（『
密
教
美
術
論
』
便
利
堂
、

一
九
五
五
年
）

（
５
）
前
掲
書
籍
（
註
４
）
九
八
頁

（
６
）
園
城
寺
不
動
明
王
画
像
（
黄
不
動
）
に
関
す
る
主
な
論
考
は
以
下
の
通

り
。
田
中
一
松
「
園
城
寺
黄
不
動
尊
の
画
像
」（『
国
華
』
八
二
七
号
、

一
九
六
一
年
）、
中
野
玄
三
『
画
像
不
動
明
王
画
像
』（
同
朋
舎
出
版
、

一
九
八
一
年
）、
佐
和
隆
研
・
頼
富
本
宏
「
不
動
明
王
の
表
現

像
容
の
変

化
と
展
開
」（『
総
覧
不
動
明
王
』
大
本
山
成
田
山
新
勝
寺
、一
九
八
四
年
）、

紺
野
敏
文
「
密
教
図
像
と
造
像
―
円
珍
感
得
の
園
城
寺
黄
不
動
明
王
画
像

に
つ
い
て
―
」『
哲
学
』
八
九
号
、
一
九
八
九
年
）、
有
賀
祥
隆
「
園
城
寺

黄
不
動
像
（『
仏
画
の
鑑
賞
基
礎
知
識
』
至
文
堂
、
一
九
九
一
年
）、
安
嶋

紀
昭
「
金
色
不
動
明
王
画
像
の
研
究
―
根
本
像
と
曼
殊
院
本
―
」（『
東
京

国
立
博
物
館
紀
要
』
二
九
号
、
一
九
九
四
年
）、
泉
武
夫
「
図
像
の
力
―
黄

不
動
尊
の
造
形
的
環
境
―
」（『
仏
画
の
造
形
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五

年
）、安
嶋
紀
昭
「
秘
仏
金
色
不
動
明
王
画
像
―
修
理
経
過
と
研
究
調
査
報

告
―
」（
園
城
寺
編
『
秘
仏
金
色
不
動
明
王
画
像
』
朝
日
新
聞
社
、二
〇
〇
一

年
）、柳
沢
孝
「
園
城
寺
国
宝
金
色
不
動
明
王
画
像
（
黄
不
動
）
に
関
す
る
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新
知
見
―
不
動
明
王
画
像
修
理
報
告
―
」（『
美
術
研
究
』
三
八
五
号
、

二
〇
〇
五
年
）
な
ど
。

（
７
）
例
え
ば
渡
辺
照
宏
『
不
動
明
王
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
）

（
８
）
例
え
ば
佐
伯
有
清
『
円
珍
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）

（
９
）
森
雅
秀
「
感
得
像
と
聖
な
る
も
の
に
関
す
る
一
考
察
」（『
真
鍋
俊
照
博

士
還
暦
記
念
論
集
仏
教
美
術
と
歴
史
文
化
』
法
蔵
館
、
二
〇
〇
五
年
）

（
10
）
森
雅
秀
『
仏
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
む

マ
ン
ダ
ラ
と
浄
土
の
仏
た
ち
』（
大

法
輪
閣
、
二
〇
〇
六
年
）

（
11
）
例
え
ば
黄
不
動
と
同
じ
く
円
珍
感
得
伝
承
を
も
つ
高
野
山
明
王
院
不
動

明
王
二
童
子
像
（
赤
不
動
）、ま
た
感
得
と
特
化
し
て
語
ら
れ
る
不
動
明
王

の
要
素
と
し
て
「
不
動
十
九
観
」
も
留
意
さ
れ
る
。
不
動
明
王
以
外
で
は

役
小
角
感
得
説
話
が
伝
え
ら
れ
る
蔵
王
権
現
、
白
山
修
験
に
お
け
る
泰
澄

和
尚
の
十
一
面
観
音
感
得
説
話
、
尊
格
以
外
で
は
智
光
曼
荼
羅
・
清
海
曼

荼
羅
な
ど
。

（
12
）
そ
の
観
点
に
つ
い
て
は
井
上
正
「
日
本
彫
刻
史
の
編
年
と
〝
感
得
像
〞」

（『
学
叢
』
第
二
十
号
、
一
九
九
八
年
）
や
、
同
「
仏
教
美
術
研
究
の
基
礎

概
念
―
と
く
に
一
木
彫
成
像
に
つ
い
て
―
」（『
京
都
造
形
芸
術
大
学
紀
要

﹇G
E

N
E

SIS

﹈』
第
六
号
、
二
〇
〇
二
年
）
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お

本
文
中
の
引
用
は
『
学
叢
』
掲
載
論
考
に
よ
る
。

（
13
）
霊
木
化
現
仏
の
概
要
に
関
し
て
は
井
上
正「
霊
木
化
現
仏
へ
の
道
」（『
芸

術
新
潮
』
一
月
号
、
一
九
九
一
年
）
な
ど
、
個
別
の
作
例
分
析
に
つ
い
て

は
同
『
古
佛
﹇
彫
像
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
﹈』（
法
蔵
館
、
一
九
八
六
年
）
な

ど
に
詳
し
い
。

（
14
）
例
え
ば
『
徳
島
の
文
化
財
』（
徳
島
県
教
育
委
員
会
・
徳
島
新
聞
社
、

二
〇
〇
七
年
）、
彫
刻
関
係
箇
所
参
照
。

（
15
）
川
野
憲
一
「
図
像
と
感
得
の
間
で
―
東
福
寺
同
聚
院
不
動
明
王
坐
像
の

位
相
―
」（
安
藤
佳
香
編
『
不
動
明
王
像
造
立
一
千
年
記
念
誌
』
東
福
寺
塔

頭
同
聚
院
、
二
〇
〇
六
年
）、「
感
得
さ
れ
た
〝
力
〞
―
正
智
院
蔵
木
造
不

動
明
王
坐
像
の
造
形
―
」（『
美
学
・
芸
術
学
』
第
二
四
号
、
二
〇
〇
九
年
）

な
ど
。

（
16
）
前
掲
書
籍
（
註
15
、
川
野
二
〇
〇
六
）

（
17
）
『
密
教
大
辞
典
』
第
一
巻

増
訂
版
（
法
蔵
館
、
一
九
六
八
年
）

（
18
）
『
密
教
辞
典
』（
法
蔵
館
、
一
九
五
七
年
）

（
19
）
『
望
月
仏
教
大
辞
典
』
第
一
巻

増
訂
版
八
版
（
世
界
聖
典
刊
行
協
会
、

一
九
七
三
年
）

（
20
）
『
広
説
仏
教
語
大
辞
典
』
上
巻
（
東
京
書
籍
、
二
〇
〇
一
年
）

（
21
）
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
「
姿
・
形
・
像
・
映
像
・
心
象
な

ど
の
意
。
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
描
か
れ
る
人
や
事
物
や
感
覚
的
映
像
を

さ
し
、
主
と
し
て
視
覚
的
な
も
の
を
い
う
が
、
視
覚
以
外
の
感
覚
的
心
象

を
も
い
う
。
…
…
本
来
は
直
接
の
外
的
刺
激
に
よ
ら
な
い
で
意
識
に
現
れ

た
直
感
的
な
内
容
を
さ
す
…
…
」（『Japonica

『

大
日
本
百
科
事
典
』
第
一

巻
、
一
九
六
七
年
）
な
ど
。
宗
教
や
芸
術
に
関
わ
る
言
葉
は
総
じ
て
多
義

的
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
特
に
傍
線
部
（
＝
筆
者
）
の
性
質

に
留
意
し
て
お
く
。

（
22
）
泉
武
夫
「
青
不
動
―
画
像
と
行
法
を
め
ぐ
る
形
と
意
味
」（『
講
座
日
本

美
術
史
』
第
三
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）

（
23
）
肥
塚
隆「
瞑
想
と
造
形
―
イ
ン
ド
美
術
に
お
け
る
一
つ
の
基
礎
概
念
―
」

（『
南
都
佛
教
』
第
二
〇
号
、一
九
六
七
年
）。
本
文
中
の
引
用
は
こ
の
論
考

に
よ
る
。

（
24
）
清
水
乞
「
イ
ン
ド
宗
教
儀
礼
と
造
型
―
『
サ
ー
ダ
ナ
・
マ
ー
ラ
ー
』
を

中
心
と
し
て
―
」（『
日
本
佛
教
學
會
年
報
』
第
四
三
号
、
一
九
七
八
年
）、

同
「
仏
教
美
術
に
お
け
る
菩
薩
思
想
―
観
想
行
と
そ
の
造
型
化
を
中
心
と

し
て
―
」（『
西
義
雄
博
士
頌
寿
記
念
論
集
菩
薩
思
想
』
大
東
出
版
社
、

一
九
八
一
年
）、
同
「
観
仏
か
ら
造
仏
へ
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第



感
得
像
考
―
―
感
得
の
意
義
と
宗
教
芸
術
性
に
つ
い
て
―
―
（
熊
谷
貴
史
）

八
三

六
三
号
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
。

（
25
）
宮
治
昭
「
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
意
味
と
涅
槃
の
図
像
―
仏
教
美
術
の
起
源
に

関
連
し
て
―
」（『
仏
教
芸
術
』
一
二
二
号
、
一
九
七
九
年
）

（
26
）
仏
伝
の
成
立
に
つ
い
て
は
な
お
議
論
が
交
わ
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、

律
文
献
な
ど
に
み
ら
れ
る
古
層
の
仏
伝
テ
キ
ス
ト
が
留
意
さ
れ
る
。

（
27
）
山
田
明
爾
「
観
仏
三
昧
と
三
十
二
相
―
大
乗
実
践
道
成
立
の
周
辺
―
」

（『
仏
教
学
研
究
』
第
二
四
号
、一
九
六
七
年
）。
氏
が
指
摘
す
る
「「
三
十
二

相
」
ま
た
は
「
相
好
」
と
い
う
観
念
は
仏
教
起
源
で
は
な
く
、
バ
ラ
モ
ン

に
古
く
か
ら
継
承
さ
れ
た
も
の
で
、
生
身
の
仏
陀
の
記
憶
が
失
わ
れ
る
と

共
に
、
仏
教
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
点
も
、
本
稿

が
想
定
す
る
仏
教
の
深
層
的
動
向
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。

（
28
）
仏
教
美
術
研
究
で
「
イ
ン
ド
風
」
と
し
て
言
及
さ
れ
る
様
式
的
側
面
。

（
29
）
前
掲
拙
稿
（
註
１
）

（
30
）
古
代
イ
ン
ド
の
思
惟
法
に
つ
い
て
は
、
例
え
ばJ

・
ゴ
ン
ダ
著
・
鎧
淳

訳
『
イ
ン
ド
思
想
史
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
）、
十
三
頁
な
ど
が
参

照
さ
れ
る
。

（
31
）
大
南
龍
昇
「
見
仏
―
そ
の
起
源
と
展
開
―
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要

仏
教
学
部
・
文
学
部
』
第
六
三
号
、
一
九
七
七
年
）。
な
お
見
仏
の
起
源
は

釈
迦
と
対
面
し
説
法
を
聞
く
こ
と
に
あ
り
、
聞
法
を
動
機
と
し
て
仏
滅
後

に
見
法
・
見
仏
の
思
想
が
展
開
し
、
大
乗
仏
教
に
お
い
て
三
昧
中
の
見
仏

が
成
立
し
た
と
い
う
。

（
32
）
五
世
紀
前
半
に
漢
訳
さ
れ
た
と
さ
れ
る
『
観
無
量
寿
経
』『
坐
禅
三
昧

経
』『
観
仏
三
昧
海
経
』
な
ど
観
想
と
説
く
経
典
群
。

（
33
）
観
仏
と
観
像
に
つ
い
は
高
田
修
「
観
仏
・
観
像
と
造
像
」（『
佛
像
の
起

源
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）
を
参
照
。

（
34
）
観
仏
三
昧
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
前
掲
論
文
（
註
12
、清
水
一
九
九
九
）

に
詳
し
い
。

（
35
）
久
野
美
樹
「
中
国
初
期
石
窟
と
観
仏
三
昧
―
麦
積
山
石
窟
を
中
心
と
し

て
―
」（『
仏
教
芸
術
』
一
七
六
号
、
一
九
八
八
年
）、
宮
治
昭
「
ト
ル
フ

ァ
ン
・
ト
ユ
ク
石
窟
の
禅
観
窟
壁
画
に
つ
い
て
―
浄
土
図
・
浄
土
観
想
図
・

不
浄
観
想
図
―
（
上
・
中
・
下
）」（『
仏
教
芸
術
』
二
二
一
・
二
二
三
・
二
二
六

号
、
一
九
九
五
〜
一
九
九
六
年
）
な
ど
。

（
36
）
平
川
彰
編
『
佛
教
漢
梵
大
辞
典
』（
霊
友
会
、
一
九
九
七
年
）、
四
九
七

頁

（
37
）
『
漢
訳
対
照
梵
和
大
辞
典
』（
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
四
年
）
一
〇
三

頁
・
一
二
六
六
頁
〜
。
動
詞V

rt

の
使
役
形
で
「
表
わ
す
」「
示
す
」
な
ど

を
意
味
す
るvartayati

に
、接
頭
詞abhi-

（
＝
〜
の
眼
前
に
現
れ
る
な
ど

の
意
）
とnir

（
＝
生
ず
る
、
起
き
る
、
生
産
さ
れ
る
な
ど
の
意
）
が
接
続

し
た
語
。

（
38
）
例
え
ば
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』「
善
現
言
。
舍
利
子
。
有
情
顛
倒
煩
惱

因
縁
。
造
作
種
種
身
語
意
業
。
由
此
感
得
欲
爲
根
本
業
異
果
」
な
ど
。

（
39
）
図
像
の
意
味
に
つ
い
て
は
、浜
田
隆
「
図
像
」（『
日
本
の
美
術
』
第
五
五

号
、
至
文
堂
、
一
九
七
〇
年
）、
前
掲
論
文
（
註
６
、
泉
一
九
九
五
）、
真

鍋
俊
照
「
仏
教
図
像
の
表
現
と
理
論
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
五
四

巻
第
二
号
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
が
参
照
さ
れ
る
。

（
40
）
前
掲
論
文
（
註
15
、
川
野
二
〇
〇
六
）
な
ど
。

（
41
）
表
層
と
深
層
に
よ
る
事
象
の
把
握
に
つ
い
て
は
佛
教
大
学
池
見
澄
隆
氏

の
講
義
（
大
学
院
）
を
参
考
と
し
た
が
、同
「
日
本
仏
教
思
想
史
の
深
層
」

（『
日
本
仏
教
の
射
程

思
想
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
』
所
収

人
文
書
院
、

二
〇
〇
三
年
）
な
ど
に
そ
の
観
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
に
付
し
た
概

念
図
も
氏
の
着
想
を
も
と
に
し
た
。

（
42
）
十
一
面
観
音
関
係
の
経
典
は
耶
舎
崛
多
訳
『
十
一
面
観
音
神
呪
経
』、阿

地
瞿
多
訳
『
十
一
面
観
音
神
呪
経
』（『
陀
羅
尼
集
経
』
巻
四
所
収
）、玄
奘

訳
『
十
一
面
神
呪
心
経
』、不
空
訳
『
十
一
面
観
自
在
菩
薩
心
蜜
言
念
誦
儀



佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
十
八
号

八
四

軌
経
』
の
四
訳
が
あ
り
、
本
稿
で
は
最
も
早
く
訳
出
さ
れ
た
耶
舎
崛
多
訳

を
参
照
。

（
43
）
像
高
一
尺
三
寸
（
約
四
〇
㎝
）
と
い
う
規
定
に
関
し
て
、
厳
密
な
一
致

を
求
め
な
い
ま
で
も
等
身
大
以
上
の
像
は
こ
れ
に
反
す
る
。
国
指
定
の

十
一
面
観
音
像
に
は
一
六
〇
㎝
を
超
え
る
像
が
百
例
を
超
え
、
四
〇
㎝
を

基
準
と
す
れ
ば
そ
の
数
は
大
半
を
占
め
る
。

（
44
）
『
大
正
図
像
』
四
、
図
像N

o.

一
四
四
（『
覚
禅
鈔
』
巻
四
十
四
）

（
45
）
『
大
正
蔵
経
』
二
十
―
一
五
一
―
上

（
46
）
例
え
ば
イ
ン
ド
神
話
の
創
造
神
ブ
ラ
フ
マ
ン
が
梵
天
と
し
て
仏
教
に
取

り
込
ま
れ
る
な
ど
。

（
47
）
本
文
中
②
の
着
想
は
、
彌
永
信
美
氏
『
大
黒
天
変
相
―
仏
教
神
話
学

Ⅰ
』・
同
『
観
音
変
容
譚
―
仏
教
神
話
学
Ⅱ
』（
法
蔵
館
、
二
〇
〇
二
）
な

ど
神
話
学
的
観
点
の
研
究
に
喚
起
さ
れ
る
内
容
が
あ
る
。

（
48
）
二
重
基
準
（
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
）
の
認
識
に
つ
い
て
も
前
掲
（
註

41
）
と
同
様
。

（
49
）
例
え
ば
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
第
二
十
縁
な
ど
、
夢
は
単
な
る
空
想
で

は
な
く
一
種
の
事
実
性
が
認
め
ら
れ
る
。

（
50
）
前
掲
（
註
３
）

（
く
ま
が
い

た
か
ふ
み

特
別
研
究
員
）

二
〇
一
〇
年
十
一
月
二
十
六
日
受
理



感
得
像
考
―
―
感
得
の
意
義
と
宗
教
芸
術
性
に
つ
い
て
―
―
（
熊
谷
貴
史
）

八
五

〈Summary〉

A Study of “Kantoku-zo” : On the Meaning of “Kantoku” and Religious-Artistry

KUMAGAI Takafumi

Kantoku-zo（感得像）is characterized so far by an iconographic difference. It tried to catch the concept

of Kantoku in the general situation, and the interpretation of a wide Kantoku-zo was tried in this thesis.

That is, the meaning of Kantoku is a religious, first characteristics. It is not deviating to which the icon

is required. Kantoku-zo has individuality by the image that those who meditate create and the artist

who concretely forms it.Therefore, it is necessary to refer Kantoku-zo from a style viewpoint that starts

richly expressing individuality.

Key words: Kantoku-zo, Mystery experience, Icon, Model, First characteristics


