
(1
)

近
代
日
本
に
お
け
る
縁
起
説
論
争
に
み
る
人
間
観

説
一
切
有
部
の
三
世
両
重
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

一

色

大

悟

一
、
問
題
の
所
在

本
論
で
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
縁
起
説
論
争
、
特
に
木
村
泰
賢
と
宇
井
伯
寿
の
対
立
点
を
題
材
に
、
近
代
仏
教
学
草
創
期
の
先
人

た
ち
の
人
間
観
と
仏
教
観
の
展
開
を
論
じ
る
。
本
題
に
先
立
ち
、
本
論
の
目
的
を
大
会
趣
旨
に
照
ら
し
て
整
理
し
た
い
。

二
〇
一
七
年
大
会
趣
意
書
に
よ
れ
ば
、
本
大
会
は
仏
教
に
お
け
る
人
間
の
定
義
を
再
確
認
し
、
そ
れ
を
近
代
的
人
間
の
定
義
が
ゆ
ら

ぐ
現
代
社
会
へ
提
言
す
る
可
能
性
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
い
う
。
同
文
書
は
、
生
命
科
学
な
ど
が
進
歩
し
て
き
た
結
果
、
西
洋

近
代
の
人
間
観
で
は
対
処
で
き
な
い
事
態
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
仏
教
が
持
つ
「
人
間
」
定
義
を
再
確
認
す
る

と
と
も
に
、
仏
教
か
ら
人
間
観
の
新
次
元
を
切
り
開
く
た
め
に
議
論
を
蓄
積
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
大

会
の
問
題
設
定
の
背
景
に
は
、
仏
教
か
ら
現
代
社
会
へ
と
「
人
間
」
の
定
義
に
つ
い
て
一
方
向
的
に
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
が
予
期
さ

れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
し
な
が
ら
二
千
年
以
上
前
に
活
動
し
た
シ
ャ
カ
ム
ニ
仏
は
、
大
会
趣
意
文
に
い
う
よ
う
な
現
代
の
「
地
球
環
境
・
生
命
科
学
・

医
療
技
術
な
ど
の
展
開
」
に
対
応
す
る
た
め
の
方
策
あ
る
い
は
人
間
観
を
直
接
語
っ
て
い
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ

て
こ
れ
ら
の
現
代
の
問
題
に
仏
教
が
人
間
観
を
示
そ
う
と
す
る
と
き
、
も
ち
ろ
ん
教
理
伝
統
の
中
に
そ
れ
を
位
置
付
け
つ
つ
も
、
何
ら
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か
の
点
で
新
し
い
「
人
間
」
の
定
義
を
示
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
仏
教
が
新
た
な
事
態
を
前
に
新
た
な
人
間
観
を
示
す
と
き
、
仏
教
そ
の
も
の
も
変
化
を
被
ら
な
い
で
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
一
般
的
に
、
仏
教
と
は
、
仏
が
説
い
た
人
間
を
苦
か
ら
解
放
す
る
道
と
言
わ
れ
る
。「
人
間
」
の
定
義
が
更
新
さ
れ
る
と
き
、

「
人
間
」
を
苦
か
ら
解
放
す
る
道
で
あ
る
仏
教
も
変
化
と
は
無
縁
で
い
ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
場
合
に
は
、
救
済
対

象
が
変
わ
る
こ
と
で
、
従
来
の
仏
教
は
そ
の
新
し
い
人
間
を
苦
悩
か
ら
解
放
で
き
る
の
か
、
と
い
う
仏
教
の
有
効
性
が
問
い
直
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
仮
に
救
済
対
象
に
合
わ
せ
て
「
仏
教
」
が
読
み
替
え
ら
れ
更
新
さ
れ
る
な
ら
ば
、
従
来
な
か
っ
た
新
し

い
仏
教
は
「
仏
教
」
と
呼
び
う
る
の
か
、
と
仏
教
の
正
統
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
仏
教
が
「
人
間
と
は

何
か
」
を
問
う
と
き
、
逆
に
仏
教
も
「
仏
教
と
は
何
か
」
と
問
わ
れ
う
る
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。

本
論
の
目
的
は
、
近
代
日
本
の
縁
起
説
論
争
を
テ
ー
マ
と
し
て
、「
人
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
が
「
仏
教
と
は
何
か
」
と
い
う

問
い
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、「「
人
間
」
定
義
の
新
次
元
」
の
探
究
に
一
視
点
を
加
え
る
こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

人
間
の
状
況
の
変
化
に
合
わ
せ
て
仏
教
が
自
身
を
問
い
直
し
て
き
た
例
は
、
そ
の
歴
史
を
概
観
し
て
も
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
縁
起
説
論
争
に
お
い
て
は
短
期
間
の
う
ち
に
顕
著
な
人
間
観
・
仏
教
観
の
展
開
が
見
ら
れ
る
点
で
、
ま
た
日
本
近
代
と
い
う
場

で
仏
教
学
の
先
達
が
担
い
手
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
。

縁
起
説
論
争
と
は
、
木
村
泰
賢
ら
の
仏
教
学
者
が
原
始
仏
教
の
十
二
縁
起
説
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
行
っ
た
論
争
を
指
す
。
十
二
縁
起
と

は
、
人
間
の
苦
悩
の
生
起
を
無
明
か
ら
老
死
に
至
る
十
二
の
項
目
の
連
鎖
に
よ
っ
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
原
始
仏
教
以
来
の
人
間

観
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
木
村
泰
賢
が
『
原
始
仏
教
思
想
論
』（
大
正
十
一
年
〈
一
九
二
二
〉
四
月
）
で
示
し
た
十
二
縁
起

説
解
釈
は
波
紋
を
呼
び
、
大
正
時
代
の
末
年
か
ら
昭
和
の
初
期
の
間
に
木
村
と
宇
井
伯
寿
、
和
辻
哲
郎
、
赤
沼
智
善
ら
と
の
間
で
論
争

と
な
っ
た
。
彼
ら
の
論
争
は
、
木
村
の
急
逝
（
昭
和
五
年
〈
一
九
三
〇
〉）
に
よ
っ
て
決
着
を
見
ず
に
終
わ
っ
た
が
、
そ
の
余
波
は
同

時
代
、
そ
し
て
以
後
の
日
本
の
原
始
仏
教
研
究
に
及
ん
だ
。
現
在
に
至
る
も
縁
起
説
解
釈
は
し
ば
し
ば
学
界
で
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
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れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
縁
起
説
論
争
は
過
去
の
遺
物
で
は
な
く
、
現
代
の
文
献
実
証
的
な
原
始
仏
教
研
究
に
お
い
て
も
先
行
研
究

と
し
て
の
地
位
を
失
っ
て
い
な
い(2)。

縁
起
説
論
争
は
文
献
学
的
仏
教
学
の
先
行
研
究
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
同
時
に
思
想
論
争
で
も
あ
っ
た
。
先
行
研
究
は
主
に
縁
起

説
論
争
を
近
代
日
本
思
想
の
文
脈
で
語
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
山
折
哲
雄
は
、
木
村
・
宇
井
・
和
辻
の
論
争
を
宗
教
研
究
法
の
問
題
と

し
て
捉
え
、
ド
イ
ツ
非
合
理
主
義
哲
学
に
依
拠
し
た
木
村
と
カ
ン
ト
的
な
論
理
尊
重
主
義
に
く
み
し
た
宇
井
・
和
辻
と
い
う
対
比
を
描

い
た
（
山
折
﹇
一
九
九
六
：
一
一
一

一
五
八
頁
﹈）。
ま
た
特
に
和
辻
に
つ
い
て
は
、
彼
の
思
想
形
成
に
お
け
る
仏
教
研
究
、
縁
起
説

研
究
の
意
義
が
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
い
る(3)。

さ
ら
に
縁
起
説
論
争
に
は
、
仏
教
思
想
論
争
と
し
て
の
側
面
も
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
仏
教
の
根
本
思
想
に
対
す
る
木
村
ら
の
信
念
が

議
論
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
う
る
。
管
見
に
よ
れ
ば
、
縁
起
説
論
争
に
こ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
は
従
来
注
目
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
縁
起
説
論
争
が
論
者
た
ち
の
信
念
の
領
域
に
踏
み
込
む
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
彼
ら
各
人
の
資
料
論
が

異
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
論
争
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
一
点
だ
け
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
木
村
泰
賢
は
、
自
身
の
『
原

始
仏
教
思
想
論
』
を
律
部
や
阿
含
に
基
づ
い
た
「
広
義
の
原
始
仏
教
」
研
究
で
あ
り
（
木
村
﹇
一
九
六
八
：
三
八
頁
﹈）、「
原
始
仏
教

の
思
想
と
い
っ
た
の
は
、
聖
典
的
材
料
の
上
か
ら
す
れ
ば
、
全
く
阿
含
部
聖
典
の
思
想
を
指
す
」（
同
七
頁
）
と
い
う
。
宇
井
伯
寿
は
、

仏
と
そ
の
直
弟
子
の
時
代
の
「
根
本
仏
教
」
を
求
め
、
仏
陀
の
根
本
思
想
を
推
論
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
し
た
（
宇
井
﹇
一
九
二

五
：
二
一
二
頁
以
下
﹈、
詳
細
は
註
(24
)参
照
）。
和
辻
哲
郎
は
、
資
料
批
判
に
よ
っ
て
経
典
の
古
層
は
「
初
期
教
団
の
内
に
行
わ
れ
た

伝
説
や
説
法
綱
目
」（
和
辻
﹇
一
九
七
七
：
八
二
頁
﹈）
に
あ
る
と
し
、
宇
井
の
よ
う
に
仏
直
説
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、「
た
だ
我
々

に
与
え
ら
れ
た
る
資
料
の
内
に
い
か
な
る
思
想
が
存
し
そ
れ
が
い
か
な
る
開
展
を
示
し
て
い
る
か
を
理
解
せ
ん
と
す
る
の
み
」（
同
一

一
頁
）
を
目
標
と
し
た
。
つ
ま
り
彼
ら
は
各
人
各
様
の
資
料
論
に
立
脚
し
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
仏
教
思
想
を
探
究
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
異
な
っ
た
結
論
が
出
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
異
な
っ
た
資
料
に
基
づ
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
文
献
実
証
的
に
考
え
れ
ば
論
争
が
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起
こ
り
う
る
は
ず
も
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
木
村
ら
が
論
争
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
彼
ら
の
研
究
が
共
通
の
目
的
に
向

か
っ
て
い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
同
時
代
の
証
言
に
よ
れ
ば(4)、
そ
の
共
通
の
目
的
と
は
、
仏
教
の
単
一
の
根
本
、

つ
ま
り
歴
史
的
実
在
た
る
シ
ャ
カ
ム
ニ
仏
の
思
想
の
解
明
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
宇
井
の
「
仏
陀
の
説
に
つ
い

て
も
、
亦
仏
陀
自
身
の
最
初
の
真
の
考
を
知
り
、
そ
れ
が
如
何
に
仏
陀
な
り
仏
弟
子
の
間
に
於
て
な
り
、
発
達
し
た
か
を
明
に
し
た
い

の
で
あ
る
」（
宇
井
﹇
一
九
二
五
：
二
一
二
頁
﹈）
と
い
う
言
葉
は
、
彼
ら
の
研
究
の
目
的
を
率
直
に
言
い
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。本

論
は
、
近
代
縁
起
説
論
争
に
お
け
る
人
間
観
が
、
論
者
の
仏
教
観
と
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
を
描
写
す
る
。
た
だ
し
先
述
し
た
よ

う
に
、
縁
起
説
論
争
が
同
時
代
、
そ
し
て
後
代
に
波
及
し
た
範
囲
は
定
め
難
く
、
そ
の
全
容
を
論
じ
る
こ
と
は
紙
幅
が
許
さ
な
い
。
そ

こ
で
本
論
で
は
縁
起
説
論
争
の
核
と
な
っ
た
、
木
村
の
『
原
始
仏
教
思
想
論
』
と
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
縁
起
観
の
開
展
」（
と
も
に

木
村
﹇
一
九
六
八
﹈
収
録
）、
宇
井
の
「
原
始
仏
教
資
料
論
」
と
「
十
二
因
縁
の
解
釈
」（
と
も
に
宇
井
﹇
一
九
二
五
﹈
収
録
）
に
絞
っ

て
考
察
を
行
う(5)。

た
だ
し
、
木
村
・
宇
井
説
を
考
察
す
る
に
先
立
ち
、
議
論
の
背
景
を
確
認
す
る
た
め
、
伝
統
的
に
広
く
採
用
さ
れ
て
き
た
十
二
縁
起

説
の
三
世
両
重
解
釈
と
、
姉
崎
正
治
の
縁
起
説
解
釈
を
紹
介
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
三
世
両
重
解
釈
と
姉
崎
だ
け
が
論
争
の
背
景
だ
っ

た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
同
じ
く
東
京
大
学
教
官
に
限
っ
て
も
姉
崎
の
ほ
か
原
坦
山
（
原
﹇
一
九
〇
九
：
九

一
三

頁
﹈）、
井
上
哲
次
郎
（
井
上
﹇
一
九
〇
二
：
一
二
四

一
二
五
、
一
五
二

一
五
三
頁
﹈）、
村
上
専
精
（
村
上
﹇
二
〇
一
一
：
一
〇
二

一
三
五
頁
﹈）
ら
も
独
自
の
縁
起
説
解
釈
を
示
し
て
お
り
、
少
な
か
ら
ず
木
村
ら
の
縁
起
説
論
争
の
遠
因
と
な
っ
た
様
子
が
見
ら
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
木
村
ら
の
解
釈
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
伝
統
的
解
釈
で
あ
る
三
世
両
重
解
釈
に
加
え
、
彼
ら
が
直
接

そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る(6)姉
崎
を
参
照
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。

な
お
引
用
に
あ
た
り
資
料
の
表
記
を
新
字
、
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。
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二
、
縁
起
説
論
争
の
背
景

2
-
1
、
三
世
両
重
解
釈

三
世
両
重
解
釈
と
は
、
十
二
縁
起
を
三
世
の
輪
廻
の
過
程
へ
と
配
当
す
る
解
釈
で
あ
る(7)。
具
体
的
に
言
え
ば
、
無
明
・
行
の
二
支
を

過
去
世
、
識
・
名
色
・
六
処
・
触
・
受
・
愛
・
取
・
有
の
八
支
を
現
在
世
、
生
・
老
死
の
二
支
を
未
来
世
と
み
な
す
。
そ
し
て
過
去
世

の
煩
悩
と
行
為
（
無
明
・
行
）
に
よ
っ
て
現
在
世
の
苦
が
あ
り
（
識
・
名
色
・
六
処
・
触
・
受
）、
現
在
世
の
煩
悩
と
行
為
（
愛
・

取
・
有
）
に
よ
っ
て
未
来
世
の
苦
が
あ
る
と
い
う
、
過
去
か
ら
現
在
、
現
在
か
ら
未
来
へ
と
い
う
二
重
の
因
果
関
係
を
読
み
込
む
。
さ

ら
に
北
伝
仏
教
の
代
表
的
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
で
あ
る
『
俱
舎
論
』（
Pradhan﹇
1967:131-136﹈）
に
よ
れ
ば
、
当
時
主
流
派
で
あ
っ

た
毘
婆
沙
師
が
、
十
二
支
の
そ
れ
ぞ
れ
を
五
蘊
（
人
間
存
在
の
構
成
要
素
）
の
段
階
と
み
な
す
解
釈
（
分
位
解
釈
）
を
立
て
た
こ
と
が

記
録
さ
れ
て
い
る
。
毘
婆
沙
師
の
分
位
解
釈
は
、
識
を
現
在
世
に
お
け
る
受
精
卵
の
状
態
な
ど
と
説
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
ば
し
ば

近
現
代
の
研
究
者
に
「
胎
生
学
的
解
釈
」
と
も
呼
ば
れ
た
。

三
世
両
重
解
釈
は
、
初
期
経
典
の
十
二
縁
起
説
解
釈
と
し
て
伝
統
的
に
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
瑜
伽
行

唯
識
派
の
二
世
一
重
解
釈
な
ど
、
ほ
か
の
解
釈
も
存
在
し
て
は
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
先
述
し
た
『
俱
舎
論
』
の
解
釈
は
北
伝
仏
教
地

域
で
仏
教
基
礎
学
の
一
部
と
し
て
広
く
学
ば
れ
、
ま
た
南
方
上
座
部
で
も
三
世
両
重
解
釈
が
一
般
的
で
あ
っ
た(8)。
そ
の
た
め
近
代
の
原

始
仏
教
研
究
の
巨
頭
と
さ
れ
る
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
ク
も
三
世
両
重
に
よ
っ
て
十
二
縁
起
を
解
釈
し
（
O
ldenberg﹇
1959:237-262﹈）、

ま
た
荻
原
雲
来
も
著
書
『
印
度
の
仏
教
』（
荻
原
﹇
一
九
一
七
：
五
一

五
六
頁
﹈）
の
中
で
、
仏
陀
の
十
二
縁
起
に
三
世
両
重
解
釈
を

適
用
し
て
い
る
。

特
に
『
俱
舎
論
』（
右
記
箇
所
）
に
記
さ
れ
た
三
世
両
重
分
位
解
釈
に
お
け
る
人
間
観
は
、
輪
廻
と
い
う
概
念
と
「
個
人
」
の
非
実

177

近代日本における縁起説論争にみる人間観（一色大悟）



在
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
縁
起
説
解
釈
に
お
い
て
、
輪
廻
転
生
は
歴
然
た
る
事
実
、
議
論
の
前
提
と
さ
れ
る
。
そ
し

て
人
間
が
性
欲
・
物
欲
に
突
き
動
か
さ
れ
る
ま
ま
に
行
為
す
る
こ
と
で
輪
廻
し
、
必
然
的
に
苦
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ

の
一
方
で
、
転
生
の
主
体
と
し
て
の
「
個
人
」
は
無
我
の
立
場
か
ら
実
在
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。「
個
人
」
は
あ
く
ま
で
世
人
か
ら

見
た
仮
の
表
現
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
本
質
は
諸
要
素
（
五
蘊
）
の
因
果
連
鎖
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。

そ
し
て
『
俱
舎
論
』
の
三
世
両
重
解
釈
に
お
け
る
人
間
観
は
、
そ
の
修
道
観
、
涅
槃
観(9)と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
説
一
切
有
部
の
修
道
論
で
は
、
身
・
受
・
心
・
法
を
要
素
に
分
析
し
た
後
、
不
浄
・
苦
・
無
我
・
無
常
と
い
う
共
通
性
質

の
も
と
で
観
察
し
（
四
念
住
）、
さ
ら
に
観
察
対
象
を
広
げ
（
四
善
根
）、
四
聖
諦
の
現
観
に
至
る
こ
と
で
見
道
と
呼
ば
れ
る
段
階
に
至

り
、
聖
者
と
な
る
。
そ
し
て
種
々
の
煩
悩
に
つ
い
て
択
滅
（
＝
涅
槃
）
を
獲
得
す
る
こ
と
で
輪
廻
の
要
因
を
断
ち
、
輪
廻
に
生
ま
れ
な

く
な
る
こ
と
が
仏
道
修
行
の
目
的
と
さ
れ
た
。
つ
ま
り
有
部
の
修
行
道
は
、
人
間
を
要
素
に
分
析
し
「
個
人
」
が
実
在
し
な
い
と
観
察

す
る
こ
と
を
柱
の
一
つ
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
目
的
は
涅
槃
を
獲
得
し
、
輪
廻
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
有
部
の
修
道
論
、

解
脱
論
は
輪
廻
を
前
提
と
し
、「
個
人
」
を
要
素
へ
と
還
元
す
る
点
で
、
縁
起
説
解
釈
と
世
界
観
を
共
有
し
て
い
る
。

2
-
2
、
姉
崎
正
治

姉
崎
正
治
は
、
著
書
『
根
本
仏
教
』（
姉
崎
﹇
一
九
一
〇
﹈）
の
中
で
原
始
仏
教
思
想
を
論
じ
、
そ
の
一
部
と
し
て
縁
起
説
に
言
及
す

る
。
そ
し
て
同
書
（
同
二
二
九

二
三
五
頁
）
で
彼
が
示
し
た
縁
起
説
解
釈
に
は
、（
一
）
十
二
縁
起
支
の
関
係
の
多
く
を
同
義
語
と

し
て
理
解
し
、（
二
）
愛
（
渇
愛
）
を
縁
起
の
根
本
と
み
な
す
と
い
う
特
徴
を
指
摘
で
き
る
。
以
下
で
は
特
に
こ
れ
ら
の
点
に
焦
点
を

あ
わ
せ
、
姉
崎
の
縁
起
説
解
釈
を
概
観
し
た
い
。

右
該
当
箇
所
で
姉
崎
は
、
十
二
縁
起
の
支
分
の
関
係
の
多
く
を
「
概
括(10)」、「
一
括(11)」、「
換
言(12)」、「
換
言
」
と
「
総
括(13)」、「
機
関(14)」、

「
事
実
は
一(15)」「
翻
訳(16)」
と
い
う
よ
う
に
、
同
義
語
あ
る
い
は
個
物
と
総
称
の
関
係
で
捉
え
、
無
明
か
ら
老
死
へ
の
一
方
向
的
な
因
果
関
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係
と
し
て
理
解
し
な
い
（
以
下
、
同
義
語
解
釈
と
呼
ぶ
）。
具
体
的
に
言
え
ば
、
そ
の
大
略
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
仏
は

「
現
世
苦
界
」
を
注
視
し
、
そ
の
苦
を
滅
す
る
た
め
に
十
二
縁
起
を
考
察
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
縁
起
の
観
察
は
、
現
世
の
生
存
を
意
味
す

る
生
・
老
死
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
生
・
老
死
と
は
「
生
存
」（
有
）
そ
の
も
の
で
あ
り
、
生
存
は
生
き
る
こ
と
へ
の
執
着
（
取
）
そ
の

も
の
で
あ
る
の
で
有
は
取
と
同
義
と
な
る
。
そ
し
て
「
生
存
の
意
欲
」
た
る
「
渇
愛
」（
愛
）
は
「
肉
体
を
維
持
」
し
ま
た
「
我
見
を

生
じ
る
」
執
着
そ
の
も
の
だ
と
い
う
。
無
明
・
行
・
識
・
名
色
・
六
処
・
触
・
受
は
、
渇
愛
が
発
現
す
る
シ
ス
テ
ム
を
表
現
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
触
・
受
は
「
個
人
的
生
存
」
と
し
て
の
名
色
そ
の
も
の
で
あ
り
、
識
は
名
色
を
自
己
と
し
て
一
体
化
さ
せ
る
も

の
、
行
は
個
人
的
生
存
と
し
て
の
行
動
主
体
と
し
て
の
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
無
明
は
行
か
ら
受
の
「
原
因
の
一
括
」
で
あ
る
と
い
う

（
本
段
落
中
「

」
内
は
姉
崎
の
用
語
を
右
該
当
箇
所
か
ら
引
用
し
た
も
の
）。

姉
崎
の
解
釈
に
は
、
三
世
両
重
解
釈
と
は
異
な
り
、
個
人
を
一
個
の
総
体
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
解

釈
の
中
で
個
人
存
在
は
、
そ
の
諸
側
面
が
十
二
支
に
分
析
し
て
描
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
三
世
両
重
解
釈
の
よ
う
に
五
蘊
の
因
果
連

鎖
へ
と
還
元
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
姉
崎
は
、
十
二
縁
起
と
は
「
原
因
結
果
の
関
係
を
説
明
し
て
一
方
に
の
み
因
を
遡
る
も
の
に

あ
ら
ず
、
そ
の
各
項
が
前
後
左
右
に
互
に
因
と
な
り
縁
と
な
り
、
因
果
相
増
長
す
る
の
理
を
明
か
に
し
、
そ
の
一
脈
の
関
連
を
渇
愛
執

着
に
帰
し
た
る
も
の
、
即
ち
一
面
に
て
は
縁
起
の
法
に
し
て
又
同
時
に
実
相
観
」（
姉
崎
﹇
一
九
一
〇
：
二
三
二
頁
﹈）
だ
と
総
括
す
る
。

こ
の
総
括
に
も
、
要
素
に
分
析
さ
れ
き
ら
な
い
人
間
存
在
の
、
複
雑
な
内
面
の
総
体
を
十
二
縁
起
と
し
て
記
述
し
よ
う
と
す
る
態
度
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う(17)。

そ
し
て
姉
崎
は
、
総
体
を
な
す
十
二
支
の
中
で
「
渇
愛
は
生
存
の
中
心
、
苦
の
大
本
、
苦
集
の
中
軸
」（
姉
崎
﹇
一
九
一
〇
：
二
三

一
頁
﹈）
で
あ
る
と
い
う
。
上
述
の
縁
起
説
解
釈
に
お
い
て
姉
崎
は
愛
を
十
二
支
の
中
心
に
置
く
。
つ
ま
り
取
・
有
・
生
・
老
死
は
人

間
の
生
存
を
種
々
の
観
点
で
捉
え
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
愛
の
同
義
語
で
あ
り
、
無
明
・
行
・
識
・
名
色
・
六
処
・
触
・
受
は
個
人

に
お
い
て
愛
が
発
動
す
る
仕
組
み
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
姉
崎
は
無
明
を
「
渇
愛
の
盲
動
を
知
力
の
方
面
に
翻
訳
」（
同
二
三
二
頁
）
し
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た
も
の
と
み
な
し
て
無
明
と
愛
と
を
同
一
視
し
、
さ
ら
に
愛
を
「
シ
ョ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
所
謂
る
生
存
意
志
」（
同
二
三
一
頁
）
に
あ

た
る
と
考
え
て
い
た
。
要
す
る
に
姉
崎
は
、
渇
愛
を
縁
起
の
中
核
に
置
く
。
そ
し
て
そ
の
渇
愛
と
は
、
無
明
に
よ
っ
て
駆
り
立
て
ら
れ

る
と
と
も
に
、
人
間
の
生
死
の
本
質
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
、
意
志
そ
の
も
の
を
意
味
し
た
。

以
上
の
姉
崎
の
解
釈
か
ら
は
、
彼
が
人
間
を
苦
悩
の
一
生
の
た
だ
中
に
あ
る
一
個
人
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
姉
崎
の
論

述
で
は
、
人
間
存
在
は
十
二
の
概
念
に
よ
っ
て
語
ら
れ
な
が
ら
も
等
号
で
結
ば
れ
た
一
個
の
総
体
で
あ
り
続
け
、
三
世
両
重
分
位
解
釈

の
よ
う
に
、
聖
者
の
視
点
か
ら
人
間
存
在
を
要
素
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
人
間
」
は
、
個
人
的
存

在
と
し
て
苦
な
る
一
生
を
生
き
る
意
志
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
姉
崎
は
必
ず
し
も
仏
教
思
想

か
ら
輪
廻
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
十
二
縁
起
に
限
っ
て
言
え
ば
、
現
世
一
生
の
あ
り
よ
う
を
表
現
し
た
も
の
と

彼
が
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

姉
崎
は
、
人
間
を
一
生
の
た
だ
中
で
苦
悩
す
る
個
的
存
在
と
み
な
し
た
一
方
で
、
仏
教
を
内
面
的
苦
悩
か
ら
人
間
を
解
放
す
る
も
の

と
位
置
付
け
る
。『
根
本
仏
教
』「
第
八
篇
滅
諦
」
冒
頭
に
お
い
て
、
仏
教
の
滅
諦
は
、「
実
行
的
に
心
の
動
揺
を
絶
ち
、
内
心
に
よ
り

て
生
活
を
制
御
す
る
唯
心
的
解
脱
」
で
あ
る
と
表
現
さ
れ
て
い
る
（
同
二
六
三
頁
）。
つ
ま
り
姉
崎
の
理
解
に
お
い
て
涅
槃
、
解
脱
と

は
輪
廻
か
ら
の
脱
出
で
は
な
く
、
意
志
を
滅
し
心
の
あ
り
方
を
変
え
る
こ
と
で
、
一
切
の
苦
悩
を
苦
悩
と
感
じ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
姉
崎
は
、
こ
の
よ
う
な
涅
槃
を
「
滅
す
と
い
え
ど
も
世
界
そ
の
も
の
が
滅
尽
消
散
す
る
に
あ
ら
ず
、
只
今
ま
で
は
苦
楽
貪
着
に
見

し
世
界
が
滅
す
る
な
り
、
此
の
如
き
滅
を
得
た
る
も
の
は
即
ち
解
脱
の
人
な
り
」（
同
二
六
六

二
六
七
頁
）
と
表
現
し
て
い
る
。
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三
、
縁
起
説
論
争
に
お
け
る
人
間
観

木
村
泰
賢
と
宇
井
伯
寿

3
-
1
、
木
村
泰
賢

木
村
泰
賢
は
、『
原
始
仏
教
思
想
論
』（
木
村
﹇
一
九
六
八
：
二
〇
五

二
一
八
頁
﹈）
に
お
い
て
三
種
の
縁
起
説
解
釈
を
示
す
。
複

数
の
解
釈
を
併
存
さ
せ
る
意
図
は
、
木
村
の
第
二
論
文
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
縁
起
観
の
開
展
」
に
よ
れ
ば
、「
吾
ら
に
伝
わ
る
縁
起

観
関
係
の
資
料
は
そ
の
関
心
焦
点
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、
見
方
に
よ
っ
て
、
多
少
そ
の
色
彩
を
異
に
す
る
思
想
的
暈
圏
を
も
併
せ
伝

え
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
材
料
と
し
て
一
貫
の
解
釈
を
下
そ
う
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
、
そ
こ
に
何
程
か
の
偏
り
を
生
ず
る
か
ら
」

（
木
村
﹇
一
九
六
八
：
三
九
一
頁
﹈）
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
木
村
が
示
し
た
三
つ
の
解
釈
と
は
、
第
一
に
心
理
的
解
釈
、
第
二
に
生
命

論
的
解
釈
、
第
三
に
三
世
両
重
解
釈
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
第
一
、
第
三
解
釈
を
吟
味
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
解
釈
は
姉
崎
解
釈
と
伝
統

解
釈
の
紹
介
に
と
ど
ま
り
、
木
村
自
身
が
自
説
と
し
て
積
極
的
に
提
唱
し
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

第
一
の
心
理
的
解
釈
は
、
苦
の
本
源
を
求
め
て
遡
る
往
観
に
よ
っ
て
十
二
支
を
解
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、
木
村
は
「
最
も
原
始
的
」

（
木
村
﹇
一
九
六
八
：
二
〇
七
頁
﹈）
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
解
釈
は
、
大
要
と
し
て
、
姉
崎
の
同
義
語
解
釈
を
継
承
し
た
も
の
と
言
っ

て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
木
村
の
総
括
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。「
右
十
二
因
縁
は
、
要
す
る
に
無
明
の
根
本
的
意
欲
を
基
礎
と
し

て
、
識
、
名
色
の
認
識
関
係
か
ら
愛
を
生
ず
る
に
至
る
心
理
的
経
過
を
明
ら
か
に
し
、
以
っ
て
欲
の
創
造
的
結
果
と
し
て
の
有
に
結
び

つ
け
よ
う
と
し
た
考
察
法
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
十
二
縁
起
は
必
ず
し
も
時
間
的
順
序
を
追
う
て
の
考
察
で
な
い

こ
と
は
吾
人
の
第
二
に
注
意
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
む
し
ろ
大
部
分
は
同
時
的
依
存
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
有
情

の
組
織
お
よ
び
活
動
の
関
係
を
種
々
の
立
場
か
ら
観
察
し
て
、
主
要
素
、
従
属
要
素
と
次
第
に
連
関
せ
し
め
た
結
果
が
す
な
わ
ち
十
二

支
と
な
っ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」（
同
二
一
三
頁
）。
つ
ま
り
第
一
解
釈
は
、「
根
本
的
意
欲
」
を
本
源
と
す
る
点
、
姉
崎
の
よ
う
に
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同
義
語
解
釈
で
は
な
く
と
も
同
時
的
依
存
関
係
と
し
て
十
二
支
を
捉
え
る
点(18)、
十
二
支
が
一
個
の
「
有
情
の
組
織
お
よ
び
活
動
」（
同

右
）
の
観
察
で
あ
る
点
で
、
姉
崎
解
釈
と
性
質
を
一
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
第
三
の
三
世
両
重
解
釈
は
、
あ
く
ま
で
伝
統
的
解
釈
の
紹
介
と
し
て
言
及
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
原
始
仏
教
の
縁
起
説
の
真

意
を
捉
え
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
木
村
の
第
三
解
釈
に
対
す
る
次
の
総
括
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
仏
陀
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
か
か
る
解
釈
は
、
仏
陀
の
と
っ
た
極
め
て
通
俗
的
方
面
を
捕
え
て
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
断
じ
て
そ
の
第
一
義
的
主
張
で
な
い
こ
と
は
、
飽
く
ま
で
も
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
」（
木
村
﹇
一
九
六
八
：
二
一
八
頁
﹈）。

し
た
が
っ
て
、
木
村
の
縁
起
説
解
釈
の
独
創
性
は
、
第
二
の
生
命
論
的
解
釈
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
事
実
、
第
二
解
釈

は
、
姉
崎
説
に
見
ら
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
宇
井
ら
も
採
用
し
な
い
木
村
独
自
の
説
で
あ
っ
た
。
加
え
て
木
村
自
身
も
、「
原
始
仏
教

に
お
け
る
縁
起
観
の
開
展
」
に
お
い
て
、
第
二
解
釈
は
「
可
な
り
私
見
の
含
ま
れ
る
」（
木
村
﹇
一
九
六
八
：
三
六
五
頁
﹈）
も
の
、

「
私
の
特
殊
的
見
解
」（
同
三
六
五
頁
）
で
あ
り
、
な
お
か
つ
「
私
の
愛
す
る
解
釈
」（
同
三
六
八
頁
）
で
あ
る
と
告
白
し
て
い
る
。

木
村
の
生
命
論
的
解
釈
と
は
、
人
間
存
在
が
無
明
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
自
己
の
経
験
世
界
を
構
築
し
て
ゆ
く
過
程
と
し
て
十
二
縁
起

を
解
釈
す
る
も
の
、
い
わ
ゆ
る
無
明
か
ら
老
死
に
向
か
う
還
観
で
あ
る
。『
原
始
仏
教
思
想
論
』（
木
村
﹇
一
九
六
八
：
二
一
三

二
一

六
頁
﹈）
に
よ
れ
ば
、
人
間
存
在
の
根
源
は
「
生
き
よ
う
と
す
る
意
志
」
で
あ
る
無
明
で
あ
り
、
そ
の
無
明
の
動
的
側
面
が
行
、
こ
の

無
明
と
行
に
主
観
を
与
え
る
認
識
が
識
で
あ
る
。
そ
し
て
主
観
的
認
識
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
自
他
が
区
別
さ
れ
名
色
が
生
ま
れ
、
こ
れ

が
つ
ま
り
人
間
存
在
（
有
）
そ
の
も
の
で
あ
り
、
自
身
の
世
界
た
る
も
の
で
あ
る
の
で
世
間
と
言
わ
れ
る
。
一
方
、
六
処
・
触
・
受
・

愛
・
取
は
、「
さ
ら
に
そ
の
有
が
種
々
に
活
動
し
て
将
来
を
規
定
し
て
ゆ
く
経
過
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
」
の
説
明
で
あ
り
、
他
方
で

有
の
「
変
化
を
特
に
一
生
に
配
し
て
考
え
た
の
は
、
す
な
わ
ち
生
、
老
死
と
い
う
こ
と
に
な
る
」、
と
い
う
。
つ
ま
り
木
村
は
、
人
間

が
意
志
（
無
明
）
と
そ
の
活
動
（
行
）
を
も
と
に
自
身
の
経
験
す
る
世
界
を
構
築
す
る
過
程
と
し
て
、
十
二
縁
起
を
解
釈
し
よ
う
と
し

た(19
)（
本
段
落
中
「

」
内
は
木
村
の
用
語
を
右
該
当
箇
所
か
ら
引
用
し
た
も
の
）。
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木
村
の
生
命
論
的
解
釈
か
ら
は
、
人
間
を
未
来
に
向
け
て
積
極
的
に
自
己
形
成
し
て
ゆ
く
当
体
と
捉
え
る
人
間
観
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
木
村
の
人
間
観
は
、
縁
起
説
解
釈
の
み
な
ら
ず
『
原
始
仏
教
思
想
論
』
各
所
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
例

え
ば
、
同
書
第
二
編
第
二
章
「
有
情
論
一
般
」
で
は
、「
か
く
し
て
、
こ
の
元
本
的
意
志
す
な
わ
ち
無
明
の
力
に
よ
っ
て
、
意
志
的
活

動
を
起
こ
し
、
そ
の
活
動
が
や
が
て
有
情
自
体
の
性
格
を
形
成
し
、
未
来
の
自
体
を
規
定
し
て
行
く
経
過
が
す
な
わ
ち
業
で
あ
る
」

（
木
村
﹇
一
九
六
八
：
一
二
七
頁
﹈）
と
い
う
。
そ
し
て
同
書
第
二
編
第
四
章
「
業
と
輪
廻
」
で
は
、
業
を
「
生
命
が
自
己
創
造
を
営
む

時
の
内
的
規
定
」（
同
一
六
四
頁
）、「
こ
の
意
志
の
習
慣
づ
け
ら
れ
た
性
格
」（
同
一
六
五
頁
）
と
理
解
し
、
業
が
未
来
に
影
響
す
る
の

は
業
の
「
そ
の
本
質
が
創
造
力
を
有
す
る
意
志
の
隠
れ
た
る
性
格
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
」（
同
一
六
五
頁
）
だ
と
い
う
。
木
村
の
理
解
に

お
い
て
、
無
明
は
人
間
を
苦
へ
と
突
き
動
か
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
人
間
の
未
来
に
向
け
た
自
己
形
成
を
促
す
も
の
で
も

あ
っ
た
。

木
村
の
縁
起
説
解
釈
に
見
ら
れ
る
、
い
わ
ば
未
来
志
向
の
人
間
観
は
、
姉
崎
と
比
較
し
て
も
顕
著
な
相
違
点
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う

に
、
姉
崎
は
無
明
を
渇
愛
の
知
的
側
面
と
捉
え
る
が
、
そ
れ
が
未
来
に
お
け
る
自
己
形
成
に
関
わ
る
と
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た

縁
起
観
を
現
世
の
苦
の
成
り
立
ち
を
観
察
す
る
も
の
と
す
る
点
で
、
姉
崎
の
視
線
は
む
し
ろ
過
去
に
向
か
っ
て
い
る
。

附
言
す
れ
ば
、
姉
崎
と
木
村
の
こ
の
相
違
点
は
、
縁
起
説
解
釈
に
の
み
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
両
者
は
、
輪
廻
説
に
対
す
る
評
価

に
お
い
て
も
同
様
の
対
比
を
示
す
。
姉
崎
は
、
輪
廻
に
見
ら
れ
る
業
因
業
果
の
理
論
に
、「
宿
命
的
の
「
あ
き
ら
め
」
を
与
う
る
力
」

（
姉
崎
﹇
一
九
一
〇
：
二
五
二
頁
﹈）
で
あ
っ
て
、「
現
在
の
人
生
に
対
す
る
痛
切
の
観
察
を
下
す
」（
同
二
五
三
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、

む
し
ろ
現
在
か
ら
過
去
を
見
や
る
も
の
と
意
味
付
け
る
。
こ
れ
に
対
し
木
村
は
、
輪
廻
を
前
提
と
し
た
業
説
の
意
義
を
、「
も
し
一
度

こ
の
確
信
さ
え
抱
き
得
る
な
ら
ば
、
吾
人
は
運
命
に
安
ん
じ
な
が
ら
も
喜
ん
で
善
と
正
義
と
に
固
執
し
て
、
人
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と

も
で
き
る
」（『
原
始
仏
教
思
想
論
』
木
村
﹇
一
九
六
八
：
一
九
一
頁
﹈）
こ
と
に
見
出
す
。
そ
し
て
「
正
直
な
仏
教
徒
は
凡
て
こ
れ
に

よ
っ
て
安
心
立
命
し
な
が
ら
、
道
に
精
進
し
た
こ
と
は
、
仏
教
史
上
に
お
け
る
炳
乎
た
る
事
実
で
あ
る
。
第
三
篇
に
述
べ
る
が
ご
と
く
、
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仏
弟
子
に
も
沢
山
の
例
は
あ
る
が
、
彼
の
日
蓮
が
あ
ら
ゆ
る
迫
害
を
受
け
な
が
ら
も
、
喜
ん
で
こ
れ
に
堪
え
て
法
華
の
弘
通
に
努
め
た

の
も
、
実
に
そ
の
背
後
に
は
、
こ
の
確
信
が
あ
っ
て
力
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
彼
自
身
が
常
に
告
白
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い

か
」（
同
一
九
一
頁
）
と
実
例
を
示
す
。
つ
ま
り
、
木
村
は
輪
廻
に
も
倫
理
的
に
積
極
的
な
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。

人
間
を
未
来
に
向
け
て
自
己
形
成
す
る
存
在
と
み
な
す
木
村
に
と
っ
て
、
涅
槃
も
単
な
る
苦
悩
か
ら
の
解
放
で
は
な
か
っ
た
。『
原

始
仏
教
思
想
論
』
第
三
篇
第
六
章
「
涅
槃
論
」（
木
村
﹇
一
九
六
八
：
三
四
九

三
六
二
頁
﹈）
に
よ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
涅
槃
に
煩
悩
の

滅
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
も
の
の
、
涅
槃
に
「
積
極
的
方
面
」（
同
三
五
二
頁
）
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
積
極
力
」

（
同
三
五
二
頁
）、「
恒
常
不
変
の
力
の
根
拠
」（
同
三
五
三
頁
）、「
強
い
て
名
づ
け
て
空
力
」（
同
三
五
四
頁
）
で
あ
る
と
い
う
。
木
村

は
こ
の
理
解
に
立
っ
て
無
余
涅
槃
を
虚
無
と
す
る
理
解
を
退
け
（
同
三
五
五
頁
）、
そ
れ
を
「
絶
対
意
志
そ
の
も
の
の
当
体
へ
の
帰
一
」

（
同
三
五
八
頁
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
驚
く
べ
き
作
用
力
を
具
備
す
る
も
の
」（
同
三
六
〇
頁
）
だ
と
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
原
始

仏
教
に
胚
胎
し
て
い
た
そ
の
作
用
は
大
乗
仏
教
に
至
っ
て
発
現
し
、「
真
如
法
性
」「
不
住
般
涅
槃
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
仏
菩
薩
の
救

済
活
動
の
基
礎
と
な
っ
た
と
い
う
（
同
三
六
一
頁
）。
要
す
る
に
、
人
間
存
在
の
根
源
に
未
来
へ
の
意
志
を
見
出
す
木
村
に
と
っ
て
、

仏
教
と
は
そ
の
意
志
を
転
換
す
る
こ
と
で
よ
り
積
極
的
に
生
き
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

3
-
2
、
宇
井
伯
寿

宇
井
伯
寿
は
、
彼
の
根
本
仏
教
研
究
の
中
で
し
ば
し
ば
縁
起
説
に
関
説
す
る
が
、
特
に
十
二
縁
起
支
の
関
係
に
つ
い
て
は
、「
十
二

因
縁
の
解
釈
」
第
四
節
（
宇
井
﹇
一
九
二
五
：
二
九
六

二
九
八
頁
﹈）
に
お
け
る
総
括
が
最
も
要
を
得
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
十
二
縁
起
と
は
「
人
生
生
存
が
ど
う
な
っ
て
居
る
か
を
説
か
ん
と
す
る
」（
同
二
九
七
頁
）
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
人
生
生
存
」

と
は
十
二
支
の
行
と
有
に
あ
た
る
。
そ
し
て
他
の
十
支
は
「
受
動
的
の
認
識
過
程
の
方
面
と
能
動
的
の
活
動
過
程
の
方
面
と
」（
同
二

九
七
頁
）
に
分
か
れ
、
前
者
に
は
無
明
・
行
・
識
・
名
色
・
六
処
・
触
・
受
が
、
後
者
に
は
愛
・
取
・
有
・
生
・
老
死
が
配
当
さ
れ
る
。
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こ
の
中
で
無
明
と
愛
・
取
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、
ま
た
各
支
分
は
相
互
に
他
を
予
想
す
る
関
係
に
あ
る
た
め
、
全
体
と
し
て
十

二
縁
起
は
時
間
的
因
果
関
係
で
は
な
く
、
論
理
的
な
条
件
関
係
だ
と
い
う(20)。

し
ば
し
ば
諸
学
者
は
、
こ
の
十
二
縁
起
説
解
釈
に
見
ら
れ
る
相
互
依
存
的
、
論
理
的
関
係
を
も
っ
て
、
宇
井
の
特
徴
と
み
な
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
理
解
は
妥
当
で
な
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
宇
井
は
、
徹
底
し
て
す
べ
て
の
支
分
を
相
互
依
存
的
関
係
と
み

な
す
解
釈
を
行
っ
て
は
い
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
先
述
の
よ
う
に
、
十
二
縁
起
か
ら
時
間
を
排
除
す
る
理
解
は
姉
崎
以
来
継
承
さ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
っ
た
（
宮
下
﹇
二
〇
一
四
：
九

一
一
頁
﹈
も
指
摘
）。
ま
た
愛
を
結
節
点
と
し
て
縁
起
を
二
分
す
る
点
、
縁
起
を
人

間
存
在
の
分
析
と
す
る
点
も
姉
崎
ら
と
共
通
し
て
い
る
。

む
し
ろ
、
姉
崎
・
木
村
と
比
較
す
れ
ば
、
次
の
二
点
を
宇
井
の
特
徴
と
み
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。
第
一
は
十
二
支
か
ら
な
る
体
系
で
は

な
く
、
十
二
支
に
共
通
す
る
「
相
依
性
」（
宇
井
﹇
一
九
二
五
：
三
二
一
頁
等
﹈）
と
い
う
法
則
性
そ
の
も
の
を
十
二
縁
起
の
本
質
と
位

置
付
け
た
こ
と
、
第
二
は
無
明(21)を
「
仏
陀
の
根
本
思
想
に
対
す
る
無
知
」（
同
二
七
三
頁
等
）
と
解
釈
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
点

は
い
ず
れ
も
姉
崎
・
木
村
に
見
出
さ
れ
な
い
理
解
で
あ
り(22)、
か
つ
宇
井
の
縁
起
説
解
釈
の
核
と
な
っ
て
い
る
。

第
一
に
、
宇
井
に
よ
れ
ば
、
相
依
性
は
縁
起
説
の
「
根
本
趣
旨
」
で
あ
り
、「
仏
陀
の
根
本
思
想
」
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
宇
井
に

と
っ
て
十
二
支
形
式
の
縁
起
説
は
仏
陀
の
直
説
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
。「
原
始
仏
教
資
料
論
」（
宇
井
﹇
一
九
二
五
：
一
九
三
頁
﹈）

に
お
い
て
は
、
十
二
縁
起
が
「
其
中
に
含
む
思
想
は
古
い
」
も
の
の
、
形
式
の
成
立
の
点
で
は
「
四
諦
説
の
方
が
、
其
定
ま
っ
た
の
は

早
く
、
十
二
因
縁
の
方
が
遅
い
と
見
ね
ば
解
釈
が
つ
か
ぬ
と
信
ぜ
ら
る
ゝ
」
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
宇
井
は
「
十
二
因
縁

の
解
釈
」
第
六
節
（
宇
井
﹇
一
九
二
五
：
三
一
七

三
二
四
頁
﹈）
に
お
い
て
、
十
二
支
以
外
の
縁
起
説
と
共
通
要
素
を
吟
味
す
る
こ

と
で
、
十
二
縁
起
説
の
「
根
本
趣
旨
」（
同
三
一
七
頁
）
を
探
る
。
結
論
と
し
て
そ
の
「
根
本
趣
旨
」
と
は
、「
此
あ
る
と
き
彼
あ
り
、

此
生
ず
る
よ
り
彼
生
じ
、
此
れ
な
き
と
き
彼
な
く
、
此
滅
す
る
よ
り
彼
滅
す
」（
同
三
一
八
頁
）
と
い
う
定
型
句
に
表
さ
れ
る
「
各
支

が
条
件
と
な
り
被
条
件
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
居
る
関
係
」（
同
三
一
九
頁
）、
す
な
わ
ち
相
依
性
で
あ
る
と
い
う(23)。
さ
ら
に
続
く
第
七
節
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（
同
三
二
四

三
三
〇
頁
）
で
は
、
こ
の
相
依
性
が
「
仏
陀
の
根
本
思
想(24)」（
同
三
二
五
頁
な
ど
）
で
あ
る
こ
と
が
検
証
さ
れ
る
。

そ
し
て
宇
井
は
、
縁
起
（
相
依
性
）
を
凡
夫
の
「
迷
の
世
界
」
に
も
仏
の
「
悟
の
世
界
」
に
も
共
通
す
る
原
理
だ
と
考
え
た
（
宇
井

﹇
一
九
二
五
：
三
三
〇

三
三
八
頁
﹈）。
宇
井
に
よ
れ
ば
、
凡
夫
は
相
依
性
の
も
と
で
各
支
分
が
成
立
す
る
た
め
「
愛
に
支
配
せ
ら
れ

律
せ
ら
れ
て
他
律
不
自
由
不
自
主
の
生
存
」
に
あ
る
に
対
し
、
仏
は
相
依
性
の
も
と
す
べ
て
の
支
分
が
滅
し
て
い
る
た
め
「
自
立
自
主

自
由
の
生
存
」（
同
三
三
二

三
三
三
頁
）
を
得
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
迷
悟
の
両
者
に
つ
い
て
相
依
性
は
共
通
の
原
理
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
世
界
も
凡
夫
と
仏
と
に
共
通
す
る
（
同
三
三
四
頁
）
と
い
う(25)。

第
二
に
宇
井
は
、
無
明
が
「
仏
陀
の
根
本
思
想
に
対
す
る
無
知
」（
宇
井
﹇
一
九
二
五
：
二
七
三
頁
な
ど
﹈
で
あ
る
こ
と
に
修
道
上

の
意
味
を
見
出
す
。
宇
井
は
、
無
明
と
愛
取
を
「
一
物
の
両
面
」（
同
二
九
七
頁
）
と
す
る
解
釈
を
姉
崎
ら
か
ら
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
、

無
明
を
「
仏
陀
の
根
本
思
想
に
対
す
る
無
知
」、
愛
を
「
常
住
絶
対
の
満
足
を
止
め
て
止
ま
な
い
期
待
緊
張
の
心
状
態
」（
同
三
〇
〇

頁
）
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
宇
井
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
で
苦
の
本
源
を
滅
す
る
観
察
が
可
能
に
な
る
と
い
う
（
同

三
〇
一

三
〇
三
頁
）。
と
い
う
の
も
、
一
切
に
つ
い
て
の
無
知
な
ど
を
人
間
が
滅
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
て
も
、
仏
陀
の
根
本

思
想
に
つ
い
て
の
無
知
な
ら
ば
現
実
的
に
滅
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
仏
陀
の
根
本
思
想
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
で

無
明
が
滅
す
る
な
ら
ば
、
無
明
と
表
裏
一
体
に
あ
る
愛
が
滅
す
る
。
さ
ら
に
愛
が
滅
す
る
こ
と
で
、
愛
ゆ
え
に
顕
現
し
て
い
た
苦
と
し

て
の
生
存
が
解
消
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
こ
の
過
程
を
経
る
こ
と
で
、「
吾
々
の
生
存
が
転
回
す
る
に
至
」
り
「
仏
陀
の
生
き
て
い
る

人
生
生
存
」（
同
三
〇
三
頁
）
に
達
し
う
る
と
い
う
。

以
上
を
総
合
す
れ
ば
、
宇
井
の
縁
起
説
解
釈
に
お
け
る
人
間
観
は
、
仏
と
凡
夫
（
人
間
）
の
距
離
を
姉
崎
・
木
村
に
と
っ
て
の
そ
れ

以
上
に
接
近
さ
せ
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
宇
井
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
仏
も
人
間
も
同
じ
相
依
性
と
い
う
法
則
に
し
た
が
っ
て

生
き
、
そ
の
相
違
は
無
明
の
有
無
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
無
明
の
有
無
と
は
一
切
を
知
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
途
方
も
な
い
無
知
で
は

な
く
、
仏
の
根
本
思
想
と
い
う
一
点
に
関
す
る
無
知
で
あ
り
、
こ
の
一
点
を
正
し
く
理
解
す
れ
ば
人
間
は
即
座
に
仏
に
な
る
の
で
あ
る
。
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た
し
か
に
姉
崎
、
木
村
の
い
ず
れ
も
人
間
か
ら
仏
へ
の
転
換
を
心
的
転
換
と
し
て
語
っ
て
い
た
点
で
、
宇
井
と
共
通
し
て
い
る
。
し

か
し
先
述
の
よ
う
に
、
姉
崎
と
木
村
は
無
明
と
愛
と
を
生
存
に
対
す
る
盲
目
的
意
志
の
二
側
面
と
解
釈
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
こ
の

両
者
の
理
解
で
は
、
生
存
の
根
本
に
関
わ
る
懸
隔
、
換
言
す
れ
ば
、
生
命
な
ら
ば
誰
し
も
が
持
つ
生
存
意
志
を
制
御
・
転
換
し
て
い
る

か
否
か
、
と
い
う
差
異
が
人
間
と
仏
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
宇
井
の
理
解
で
は
、
涅
槃
へ
の
関
門
は

仏
陀
の
根
本
思
想
の
認
識
と
い
う
知
的
次
元
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
宇
井
に
と
っ
て
仏
教
と
は
、
根
本
思
想
の
認
識
た
だ
一
点

を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

結

論

本
論
で
は
、
木
村
泰
賢
・
宇
井
伯
寿
の
縁
起
説
解
釈
の
特
徴
を
『
俱
舎
論
』
お
よ
び
姉
崎
の
解
釈
と
比
較
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し

た
。
こ
の
検
証
を
通
じ
、
木
村
ら
四
者
が
い
ず
れ
も
初
期
経
典
の
十
二
縁
起
を
対
象
と
し
な
が
ら
、
各
人
各
様
の
人
間
観
を
込
め
た
解

釈
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
人
間
観
は
仏
教
観
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。

冒
頭
に
示
し
た
よ
う
に
、
仏
教
が
人
間
観
を
問
い
直
す
と
き
、
仏
教
そ
の
も
の
も
問
い
直
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
本
論
の

結
論
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
可
能
性
の
典
型
的
な
実
例
は
近
代
仏
教
学
の
先
学
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
本

大
会
が
「
人
間
」
定
義
の
新
次
元
と
い
う
目
標
を
遠
望
す
る
場
合
、
我
々
は
何
を
視
野
に
収
め
て
議
論
す
る
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
議
論
が
、
仏
教
的
人
間
観
の
考
察
だ
け
で
完
結
し
な
い
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
本
論
の
結
論
は
、
近
代
日
本
の
仏
教
学
が
仏
教
思
想
運
動
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
例
証
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
。
近
代
日

本
の
仏
教
学
に
関
す
る
研
究
は
近
年
顕
著
に
進
展
し
つ
つ
あ
る
が
（
大
谷
ほ
か
﹇
二
〇
一
六
：
六
七

七
〇
、
二
二
三

二
二
四
頁
﹈

参
照
）、
管
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
多
く
は
日
本
の
近
代
化
の
一
断
面
と
し
て
仏
教
学
史
を
捉
え
る
も
の
で
あ
り
、
仏
教
思
想
史
の
文
脈
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か
ら
論
じ
る
研
究
は
む
し
ろ
手
薄
な
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
論
の
検
討
に
よ
っ
て
、
縁
起
説
論
争
と
は
『
俱
舎
論
』
に
代
わ

る
新
た
な
初
期
仏
教
解
釈
を
生
み
出
そ
う
と
し
た
仏
教
思
想
の
（
お
よ
び
人
間
観
の
）
転
回
過
程
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
仏
教
思

想
史
的
観
点
に
立
っ
た
近
代
仏
教
学
史
の
研
究
が
、
今
後
一
層
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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仏
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仏
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仏
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九
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縁
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仏
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テ
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研
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、
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、
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仏
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〇
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史
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仏
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仏
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仏
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友
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仏
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友
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仏
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松
本
文
三
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『
宗
教
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学
術
』
隆
文
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、
一
九
一
一
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「
縁
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研
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初
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が
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し
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仏
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、
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二
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、
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仏
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仏
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書
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の
初
版
は
一
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二
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註(1
)
本
論
の
も
と
と
な
っ
た
平
成
二
十
九
年
度
日
本
佛
教
学
会
学
術
大
会
（
二
〇
一
七
年
九
月
六
日
）
発
表
の
題
目
は
「
近
代
日
本
の
縁
起

解
釈
論
争
に
み
る
人
間
観

説
一
切
有
部
の
三
世
両
重
縁
起
説
を
め
ぐ
っ
て

」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
論
文
投
稿
に
あ
た
り
、「
縁

起
説
論
争
」
の
方
が
現
在
の
学
界
で
一
般
的
な
用
語
で
あ
る
と
判
断
し
、
題
目
を
「
近
代
日
本
に
お
け
る
縁
起
説
論
争
に
み
る
人
間
観

説
一
切
有
部
の
三
世
両
重
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

」
と
改
め
た
。

(2
)
木
村
以
後
の
日
本
に
お
け
る
縁
起
説
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
楠
本
﹇
二
〇
〇
七
﹈
に
詳
し
い
。

(3
)
末
木
﹇
二
〇
〇
四
﹈﹇
二
〇
一
一
﹈、
今
西
﹇
二
〇
〇
四
﹈、
高
橋
﹇
二
〇
〇
七
﹈﹇
二
〇
〇
八
﹈、
栗
山
﹇
二
〇
一
四
﹈
を
参
照
。

(4
)
増
谷
﹇
一
九
四
一
﹈
お
よ
び
芹
川
﹇
一
九
八
九
：
二
二
五

二
四
三
頁
﹈
は
、
大
正
末
年
か
ら
昭
和
初
期
に
お
け
る
原
始
仏
教
研
究
が
、

仏
教
根
本
思
想
を
求
め
る
運
動
だ
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
い
る
。
両
書
が
指
摘
す
る
証
言
の
中
で
は
次
の
二
つ
が
注
目
に
値
し
よ
う
。
木

村
﹇
一
九
二
三
：
一
八
八
頁
﹈
は
、
自
著
『
原
始
仏
教
思
想
論
』
の
目
的
の
一
つ
が
「
混
濁
せ
る
大
乗
宗
教
を
洗
浄
す
る
の
標
準
を
確
か

む
る
点
」
に
あ
り
、「
原
始
仏
教
主
義
」
の
「
提
唱
」
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
。
ま
た
宇
井
﹇
一
九
三
三
﹈
は
、
原
始
仏
教
研
究
を
近

代
日
本
の
大
乗
非
仏
説
論
の
文
脈
の
中
に
置
い
て
い
る
。

な
お
、
宇
井
伯
寿
の
と
な
え
た
仏
教
の
総
合
体
系
に
護
経
論
的
性
格
が
あ
る
こ
と
を
、
末
木
﹇
二
〇
一
一
：
三
二
三
頁
﹈
が
指
摘
し
て

190



い
る
。

(5
)
和
辻
の
縁
起
説
解
釈
は
、
木
村
の
『
原
始
仏
教
思
想
論
』
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
木
村
の
第
二
論
文
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
縁
起
観

の
開
展
」
の
主
要
な
批
判
対
象
と
も
な
っ
て
い
る
（
宮
下
﹇
二
〇
一
四
﹈
参
照
）。
し
た
が
っ
て
縁
起
説
論
争
に
お
け
る
和
辻
の
重
要
性

は
疑
う
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
紙
幅
の
都
合
上
、
本
論
で
は
割
愛
し
た
。
後
日
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

な
お
本
文
中
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
赤
沼
も
宇
井
ら
と
同
時
期
に
木
村
を
批
判
し
た
一
人
で
あ
り
、
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
と
有
情
数

縁
起
を
区
別
す
る
な
ど
の
成
果
を
上
げ
、
後
の
縁
起
説
研
究
に
影
響
を
残
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
赤
沼
の
第
一
論
文
（
赤
沼
﹇
一
九
二

五
﹈）
は
木
村
・
宇
井
・
和
辻
と
は
関
心
を
異
に
し
て
伝
統
的
解
釈
が
阿
含
に
基
づ
く
こ
と
を
論
じ
る
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
赤
沼
の
最
終

的
な
十
二
縁
起
説
解
釈
と
さ
れ
る
『
阿
含
経
講
話
』（
昭
和
五
年
〈
一
九
三
〇
〉、
赤
沼
﹇
一
九
三
九
﹈
所
収
を
参
照
）
は
、
宮
下
﹇
二
〇

一
四
：
一
〇
頁
﹈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
宇
井
の
影
響
を
受
け
て
解
釈
を
大
き
く
変
更
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
赤
沼
は
、
縁
起
説
論
争
が

波
及
し
た
研
究
者
の
一
人
と
む
し
ろ
位
置
付
け
ら
れ
る
と
考
え
、
今
回
の
考
察
か
ら
は
除
外
し
た
。

(6
)
宮
下
﹇
二
〇
一
四
：
一
二

一
三
頁
﹈
を
参
照
。

(7
)
三
世
両
重
解
釈
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
言
及
す
る
研
究
は
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
。
こ
こ
で
は
近
年
の
ま
と
ま
っ
た
研
究

と
し
て
楠
本
﹇
二
〇
〇
七
：
七
一

七
七
頁
﹈
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。

(8
)
木
村
﹇
一
九
六
八
：
二
一
六
頁
﹈
な
ど
参
照
。

(9
)
青
原
﹇
二
〇
一
五
﹈
に
収
録
さ
れ
た
田
中
教
照
「
修
行
道
と
智
慧
」（
二
二
五

二
六
二
頁
、
特
に
二
三
九

二
四
八
頁
）
参
照
。

(10
)
生
老
死
と
有
、
十
二
縁
起
全
体
と
有
の
関
係
。

(11
)
名
色
と
六
処
、
無
明
と
識
か
ら
受
の
関
係
。

(12
)
有
と
取
の
関
係
。

(13
)
取
と
愛
の
関
係
。

(14
)
無
明
か
ら
受
と
愛
の
関
係
。

(15
)
愛
と
受
の
関
係
。
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(16
)
無
明
と
愛
の
関
係
。

(17
)
姉
崎
が
十
二
縁
起
説
の
同
義
語
解
釈
を
採
用
し
た
理
由
を
考
え
る
上
で
、
彼
が
『
根
本
仏
教
』
と
同
時
期
に
翻
訳
出
版
し
た
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
『
意
志
と
現
識
と
し
て
の
世
界
』（
姉
崎
﹇
一
九
一
〇

一
九
一
一
﹈）
か
ら
の
影
響
を
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

姉
崎
の
縁
起
解
釈
と
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
思
想
は
、
意
志
に
時
間
的
因
果
を
認
め
な
い
点
で
共
通
し
て
い
る
。
本
文
中
で
後
述
す

る
よ
う
に
、
姉
崎
は
愛
（「
渇
愛
」）
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
い
う
意
志
と
同
一
視
し
、
十
二
縁
起
を
意
志
の
諸
側
面
と
み
な
し
た
。

そ
し
て
十
二
支
の
系
列
を
一
本
の
因
果
連
鎖
と
し
な
い
と
考
え
た
。
他
方
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
意
志
と
因
果
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
い
う
。「
然
し
な
が
ら
哲
学
の
認
識
で
そ
の
奥
に
入
っ
て
見
れ
ば
、
天
然
力
は
意
志
が
客
観
に
現
わ
れ
る
一
定
の
階
段
で
あ
り
、
我
々

自
ら
の
内
実
本
性
と
同
じ
物
で
あ
り
、
又
こ
の
意
志
は
そ
の
現
象
の
方
式
と
区
別
す
れ
ば
、
そ
の
自
爾
の
本
性
は
時
間
や
空
間
以
外
に
あ

り
、
し
た
が
っ
て
時
間
や
空
間
で
出
来
る
差
別
相
は
意
志
自
ら
に
は
関
係
な
く
、
又
そ
の
客
観
化
の
原
型
で
あ
る
観
念
に
も
直
接
に
は
干

渉
し
な
い
で
、
単
に
現
象
の
み
を
支
配
し
、
而
し
て
因
果
の
法
則
な
る
も
の
は
、
時
間
と
空
時
と
の
中
で
、
い
ろ
い
ろ
の
観
念
が
差
別
相

の
あ
る
現
象
と
し
て
現
わ
れ
る
場
合
の
秩
序
を
定
め
る
も
の
で
、
総
て
の
現
象
は
そ
の
中
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
適
用
の
範

囲
は
時
間
と
空
間
と
の
外
に
出
な
い
（
後
略
）」（
姉
崎
﹇
一
九
一
〇

一
一
：
第
一
巻
二
二
二
頁
﹈）、
つ
ま
り
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は

時
間
的
因
果
関
係
が
意
志
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
。

さ
ら
に
、
同
書
第
二
巻
第
二
十
六
章
訳
者
註
二
に
お
い
て
、
姉
崎
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
い
う
意
志
と
『
大
乗
起
信
論
』
に
い
う

心
と
を
同
置
し
て
い
る
。

(18
)
十
二
縁
起
の
論
理
的
、
非
時
間
的
解
釈
を
主
張
し
た
和
辻
は
、
宇
井
の
ほ
か
松
本
﹇
一
九
一
一
：
二
三

五
〇
頁
﹈、
W
alleser

﹇
1904﹈
の
み
を
自
身
の
先
駆
者
と
し
て
挙
げ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
姉
崎
、
木
村
の
解
釈
も
必
ず
し
も
時
間
的
で

は
な
い
。
加
え
て
、
Rhys
D
avids﹇
1896:153-161﹈
も
、
十
二
縁
起
の
中
に
非
時
間
的
関
係
を
読
む
べ
き
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
宮
下
﹇
二
〇
一
四
：
八

一
〇
頁
﹈
が
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
同
時
的
、
論
理
的
解
釈
は
和
辻
ら
に
限
ら
れ
た
も
の

で
は
な
い
。

(19
)
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
縁
起
観
の
開
展
」（
木
村
﹇
一
九
六
八
：
四
四
〇
頁
﹈）
で
は
、
十
二
縁
起
の
第
二
解
釈
が
「
性
格
を
形
成
し
て
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行
く
次
第
と
、
そ
れ
が
や
が
て
世
界
（
吾
ら
の
）
を
作
っ
て
行
く
経
過
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
（
他
語
を
以
っ
て
い
え
ば
、
要
す
る
に
業

論
の
一
形
式
）」（
同
右
）
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

(20
)
「
故
に
十
二
支
の
一
々
は
決
し
て
原
因
結
果
の
関
係
順
序
で
説
か
れ
て
居
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
条
件
と
帰
結
と
の
関
係
を
追
う
て

列
挙
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
否
適
切
に
い
え
ば
各
支
は
相
関
的
相
依
的
関
係
に
あ
る
の
を
条
件
を
追
う
て
順
序
を
立
て
ゝ
挙
げ

た
も
の
で
あ
る
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
宇
井
﹇
一
九
二
五
：
二
九
七

二
九
八
頁
﹈）。

(21
)
山
折
﹇
一
九
九
六
﹈
は
無
明
解
釈
に
注
目
し
、
木
村
と
宇
井
の
差
異
を
描
き
出
し
た
。
本
論
は
山
折
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
も
、
両
学

者
の
差
異
を
彼
ら
が
立
脚
し
た
西
洋
哲
学
の
観
点
か
ら
で
は
な
く
、
仏
教
思
想
の
観
点
か
ら
論
じ
る
。

(22
)
今
西
﹇
二
〇
〇
四
：
二
二

二
六
頁
﹈
に
よ
れ
ば
、
宇
井
と
同
じ
く
縁
起
説
の
非
時
間
的
解
釈
、
論
理
的
解
釈
を
強
調
す
る
和
辻
も
、

十
二
縁
起
を
相
依
性
へ
と
還
元
す
る
宇
井
説
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
和
辻
の
批
判
か
ら
も
、
宇
井
の
独
自
性
は
相
依
性
に
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

(23
)
な
お
、
時
間
的
な
原
因
結
果
関
係
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
「
此
生
ず
る
よ
り
彼
生
じ
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、
宇
井
は
説
明

を
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
、
木
村
の
批
判
対
象
と
な
っ
た
（「
原
始
仏
教
に
お
け
る
縁
起
観
の
開
展
」
木
村
﹇
一
九
六
八
：
三
八
三

頁
﹈）。

(24
)
こ
の
「
仏
陀
の
根
本
思
想
」
と
は
、「
原
始
仏
教
資
料
論
」
第
九
節
（
宇
井
﹇
一
九
二
五
：
二
一
二

二
六
〇
頁
﹈）
に
お
い
て
宇
井
が

「
仏
陀
の
重
要
な
る
事
蹟
と
、
仏
陀
当
時
の
一
般
思
想
と
、
経
律
の
古
い
部
の
意
味
と
」（
同
二
一
三
頁
）
か
ら
推
論
に
よ
っ
て
導
出
し
た

も
の
で
あ
る
。
宇
井
は
同
論
文
第
八
節
ま
で
の
資
料
批
判
の
後
に
、
現
存
す
る
初
期
仏
典
は
い
ず
れ
も
発
達
の
痕
跡
が
あ
り
、「
若
し
事

実
的
経
過
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
経
律
は
資
料
と
し
て
不
足
」（
同
二
一
二
頁
）
と
結
論
す
る
。
そ
し
て
、「
最
も
確
実
に
し
て
何

人
も
疑
わ
な
い
も
の
」（
同
二
一
三
頁
）
か
ら
出
発
し
て
「
仏
陀
の
根
本
思
想
」
を
推
論
し
よ
う
と
す
る
。
宇
井
の
「
仏
陀
の
根
本
思
想
」

の
探
究
は
、
一
見
す
る
と
文
献
実
証
的
で
あ
る
か
に
映
る
が
、
実
は
む
し
ろ
思
弁
的
、
弁
証
法
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
出
発
点
で

あ
る
「
最
も
確
実
に
し
て
何
人
も
疑
わ
な
い
も
の
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
浮
か
び
上
が
る
。

宇
井
が
「
最
も
確
実
に
し
て
何
人
も
疑
わ
な
い
も
の
」
を
特
定
す
る
手
段
と
し
て
選
ぶ
の
は
、
想
定
読
者
と
の
対
話
で
あ
る
。
ま
ず
宇
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井
は
、
一
切
の
典
拠
を
示
す
こ
と
な
く
、
仏
の
出
家
こ
そ
が
誰
も
疑
い
得
な
い
事
蹟
で
あ
る
と
い
う
（
宇
井
﹇
一
九
二
五
：
二
一
三
頁
﹈）。

さ
ら
に
は
「
第
一
に
問
題
と
な
る
の
は
、
然
ら
ば
何
故
に
出
家
し
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
徒
に
無
目
的
に
出
家
し
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
か
ら
、
其
の
動
機
目
的
を
見
る
に
、
確
に
苦
悩
逼
迫
の
満
ち
た
在
家
生
活
を
脱
し
て
無
苦
安
穏
の
涅
槃
を
求
む
る
に
あ
っ
た
こ
と
も

疑
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
殆
ど
詳
し
く
論
証
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
思
う
」（
同
右
）
と
し
て
仏
の
出
家
動
機
も
確
実
な
事
実

と
判
断
す
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
宇
井
が
推
論
の
出
発
点
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
典
籍
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ

宇
井
は
、
仏
の
出
家
と
そ
の
動
機
を
、
読
者
と
の
対
話
の
中
で
疑
う
余
地
が
な
い
と
確
認
す
る
こ
と
で
、
推
論
の
確
実
な
根
拠
と
し
た
。

し
た
が
っ
て
、
宇
井
の
「
仏
陀
の
根
本
思
想
」
の
探
究
は
、
彼
の
思
考
の
中
で
完
結
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

こ
こ
で
宇
井
が
対
話
す
る
読
者
は
、
宇
井
自
身
が
想
定
し
た
人
物
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
宇
井
の
言
う
「
何
人
も
疑
わ
な
い
も
の
」
と
は
、

極
論
す
れ
ば
宇
井
自
身
が
議
論
の
余
地
な
く
信
じ
切
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
と
同
義
と
な
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
何
人
も
疑
わ
な
い

も
の
」
か
ら
推
論
し
て
得
ら
れ
た
「
仏
陀
の
根
本
思
想
」
の
本
質
は
、
宇
井
自
身
が
信
じ
る
仏
陀
の
教
え
を
論
理
的
に
整
理
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う
の
も
推
論
の
出
発
点
と
さ
れ
た
事
蹟
が
す
で
に
宇
井
の
信
念
で
あ
り
、
推
論
を
行
っ
た
の
も
宇
井
だ
か
ら

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
「
根
本
思
想
」
が
自
身
の
信
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
、
宇
井
本
人
も
自
覚
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
例

え
ば
彼
は
後
に
、
自
ら
が
導
き
出
し
た
根
本
仏
教
の
思
想
に
言
及
し
て
、「
主
観
的
の
想
定
に
終
わ
る
か
も
知
れ
ぬ
」（
宇
井
﹇
一
九
二

六
：
二
頁
﹈）
と
言
っ
て
い
る
。

以
上
を
勘
案
す
れ
ば
、「
原
始
仏
教
資
料
論
」
に
お
い
て
特
異
な
仕
方
で
文
献
学
的
考
証
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
宇
井

は
ま
ず
文
献
批
判
を
行
い
、
現
存
す
る
初
期
仏
典
か
ら
実
証
的
に
仏
直
説
を
抽
出
で
き
な
い
と
結
論
す
る
。
そ
の
結
論
を
受
け
て
、
自
分

の
内
的
思
弁
こ
そ
が
「
仏
陀
の
根
本
思
想
」
を
知
る
手
段
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
と
原
始
仏
教
研
究
に
限
っ

て
は
、
宇
井
に
と
っ
て
文
献
学
と
は
文
献
学
を
捨
て
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。

(25
)
な
お
木
村
は
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
縁
起
観
の
開
展
」（
木
村
﹇
一
九
六
八
：
四
一
五
頁
﹈）
の
中
で
、
仏
に
と
っ
て
も
心
理
活
動
が
あ

る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
を
縁
起
の
系
列
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
仏
に
も
縁
起
あ
り
と
す
る
宇
井
説
を
批
判
し
て
い
る
。
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キ
ー
ワ
ー
ド

縁
起
説
論
争
、
木
村
泰
賢
、
宇
井
伯
寿
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近代日本における縁起説論争にみる人間観（一色大悟）


