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一
、
は
じ
め
に

歴
史

は
発
展
し
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
発
展
は
弁
証
法
的

に
進
ん
で
来
た
も
の
と
思
う
。
仏
教
学
も
ま
た
原
始
仏
教
↑
伝
統
的
教

学

(教
相
判
釈
)
↑
近
代
仏
教
学
と
歩
み
を
進
め
、
今
、
そ
れ
ら
を
止
揚

し
た
も

の
と
し
て
の

「現
代
仏
教
学
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

今
大
会
の
案
内
で
は
、「伝
統
的
教
学
と
近
代
仏
教
学
と
の
間
に
存
在

す
る
諸
問
題
」
に
大
き
な
関
心
を
抱
い
た
が
、
私
は
最
も
興
味
を
持
つ

「現
代
の
問
題
」
を
論
じ
た
い
。
伝
統
的
教
学
も
近
代
仏
教
学
も
勿
論

大
き
な
意
義
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
素
晴
し
い
成
果
を
挙
げ
て
は
い
る
が
、

現
実

の
生
き
た
仏
教
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
実
に
多
く
の
批
判

を
耳
に
す
る
。

仏
教
学
に
と
つ
て
宿
命
と
も
言
え
る
極
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
る
信

仰
と
学
問
、
大
衆
と
個
人
、
感
情
と
理
性
等

々
の
綜
合
を
志
向
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
綜
合
は
永
遠
に
不
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い

が
、
現
時
点
で
の
課
題
は
伝
統
的
教
学
と
近
代
仏
教
学
を
止
揚
し
た
も

の
と
し
て
の
、
ま
だ
そ
の
意
味
づ
け
も
実
体
も
不
明
確
な

「
現
代
仏
教

学
」
の
創
造
で
あ
り
、
私
は
そ
こ
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
問
題
を
考
察
し

て
み
た
い
。

「担
板
漢
」
の
よ
う
な
偏
見
に
陥
る
の
を
防
ぐ
た
め
、
す
べ
て
を
シ
ス

テ
ム
と
し
て
考
え
た
。

二
、
現
代
仏
教
学

へ
の
期
待

シ
ス
テ
ム
と
し
て
仏
教
学
を
考
え
る
場
合
、
抽
象
的
な

「学
」
そ
の

も
の
を
考
え
る
こ
と
は
無
理
な
の
で
、
仏
教

学
の
担
い
手
で
あ
る
学
会

を
考
え
た
。
つ
ま
り
、
「
印
度
学
仏
教
学
会
は
、
印
度
学
仏
教
学

的
情

報
処
理
と
印
度
学
仏
教
学
的
物
質

・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
処
理
を
通
し
て
、

自
己
保
存
や
組
織
化
を
行
な
う
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
」
と
考
え
た
。

そ
の
情
報
処
理
、
物
質

・
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
処
理
を
誤
る
と
、
学
会
は

存
続
し
な
く
な
り
、
仏
教
学
は
衰
微
す
る
。
情
報
処
理
と
は
、
そ
の
時

代
の
人

々
が
何
を
学
会

(仏
教
学
)
に
期
待
し

て
い
る
の
か
、
直
接
的
に
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は
物
質

・
エ
ネ
ル
ギ
ー

(資
金
・
要
員
)
の
供
給
源

で
あ
る
仏
教
教
団
、

大
学
が
何
を
期
待
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
情
報
を
正
確
に
把
握
し
て
、

そ
れ
ら

の
期
待
に
応
え
得
る
有
効
な
情
報
を
研
究
の
成
果
と
し
て
提
供

す
る
こ
と
で
あ
る
。
精
神
的
物
質
的
援
助

の
み
他
か
ら
受
け
て
、
研
究

者
自
身

の
期
待
だ
け
に
応
え
る
よ
う
な
情
報
処
理
を
、
万
が

一
、
し
て

い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
学
の
前
途
は
甚
だ
暗
い
。

現
代
全
人
類
の
共
通
の
課
題
は
、
ま
ず
世
界
平
和
で
あ
り
、
環
境
、

資
源
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
糧
、
人
口
等

の
諸
問
題
の
解
決
で
あ
る
。
明

治
以
後
急
激
に
移
入
さ
れ
た
西
欧
文
化
は
各
方
面
に
素
晴
し
い
生
活
を

我

々
に
も
た
ら
し
て
く
れ
た
が
、
同
時
に

一
瞬
に
し
て
全
人
類
を
破
滅

に
導
く
核
兵
器
が
出
現
し
、
自
己
の
限
界
を
顧
り
み
ず
自
己
主
張
の
み

旺
盛
な

ト
ゲ
ト
ゲ
し
い
風
潮
を
も
我

々
に
も
た
ら
し
た
。

そ
こ
で
、
も

つ
と
落
ち
着
き
を
、
安
ら
き
を
求
め
る
叫
び
が
昨
今
多

く
聞
か
れ
、
人
類
の
真
の
幸
福
を
も
た
ら
す
指
導
原
理
と
し
て
仏
教
に

期
待
す
る
も
の
が
誠
に
大
き
い
。
実
に
現
代
ほ
ど
人
間
の
運
命
が
危
機

に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
時
代
は
な
い
。
政
治
集
団
も
仏
教
教
団
も
大
学
も
、

そ
れ
ぞ

れ
今
、
危
機
意
識
を
強
く
抱
か
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
危
機
を
救
う
道
と
し
て
仏
教
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一二
、
従
来

の
仏
教
学

へ
の
批
判

一
つ
は
現
実
と
の
結
び
つ
き
が
薄
い
。
大
衆
は
高
遠
な
学
問
を
求
め

て
は
い
な
い
。
非
常
に
困
難
な
厳
し
い
思
索
を
伴
な
わ
な
け
れ
ば
救
わ

れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
大
衆
は
逃
げ
て
し
ま
う
。
実
は
こ
こ
に
こ
そ
仏

教
の
本
質
が
あ
る
の
だ
が
、
大
衆
は
煩
悩
に
迷

わ
さ
れ
、
相
変
ら
ず
、

病
気
が
治
る
こ
と
、
お
金
が
得
ら
れ
る
こ
と
、
出
世
を
す
る
こ
と
、
他

か
ら
チ
ヤ
ホ
ヤ
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
仏
教
の

本
質
と
は
正
反
対
の
欲
望
の
満
足
を
目
指
す
宗
教

(統
計
で
は
そ
れ
ら
の

中
に
仏
教
系
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
)
に
大
衆
は
走

つ
て
い
る
。

ま
た
、
何
で
も
実
証
さ
れ
な
け
れ
ば
満
足
し
な
い
西
欧
科
学
思
想
で

教
育
さ
れ
、
し
か
も
ま
す
ま
す
高
学
歴
化
す
る
傾
向
に
あ
つ
て
は
、
仏

教
学
に
対
し
て
も
、
大
衆
は
科
学
的
な
理
論
を
求
め
る
。
仏
教
は
あ
る

が
ま
ま
の
現
実
を
正
し
く
理
解
し
て
、
そ
れ
に
対
処
す
る
方
法
を
教
え

る
と
い
う
が
、
仏
教
学
の
説
明
よ
り
、
政
治
学
、
経
済
学
、
社
会
学
、

心
理
学
等

々
の
説
明
の
方
が
現
代
人
に
は
納
得

が
ゆ
く
。

も
う

一
つ
の
批
判
は
、
実
践
的
な
教
え
で
あ

る
仏
教
学
を
理
解
し
て

い
る
方

々
が
、
ほ
ん
と
う
に
そ
の
教
え
の
ま
ま
を
実
践
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
個
人
を
責

め
る
の
で
は
な
く
、
教

え
そ
の
も
の
に
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
で
あ
る
。

職
業
と
し
て
の
学
者
や
僧
侶
は
口
に
説
く
こ
と
と
自
分
自
身
の
実
践

と
が
異
な
つ
て
い
て
も
致
し
方
な
い
が
、
願
わ
く
は
、
「
大
変
難
し
く
厳

し
い
道
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
分
自
身
努
力
し
、
煩
悩
を
少
な
く
し
、

自
己
究
明
の
結
果
、
ほ
ん
と
う
の
自
己
実
現
を
得
た
。
私
自
身
、
こ
の

よ
う
に
実
践
し
、
ほ
ん
と
う
に
安
ら
か
な
境
地
を
得
た
か
ら
、
み
な
さ

ん
も
…
…
」
と
説

い
て
欲
し
い
。
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観
念
と
し
て
は
仏
教
を
理
解
し
て
も
、
実
践
と
な
る
と
辱
唯
み
仏
に

お
す
が
り
す
る
と
い
う
信
仰
で
満
足
し
て
い
る
大
衆
が
多
い
。

単
な
る
祖
先
崇
拝
、
人
の
和
、
ひ
ろ
い
心
、
こ
だ
わ
ら
な
い
心
…
…

を
説
く
な
ら
ば
、
他
の
倫
理
道
徳
と
変
わ
ら
な
い
。

四
、
課
題
の
解
決
法

従
来

の
仏
教
学

へ
の
批
判
は
、
そ
の
ま
ま
現
代
仏
教
学

へ
の
期
待
で

あ
り
、
課
題
で
あ
る
。
そ
の
存
在
価
値
を
全
く
失
な

つ
て
い
る
な
ら
ば
、

何
の
批
判
も
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
。

キ
リ

ス
ト
教
が
神
の
宗
教
と
い
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
仏
教
は
明
ら

か
に
人
間

の
宗
教
で
あ
る
。
従

つ
て
、
そ
の
課
題
の
解
決
も
絶
対
者
と

し
て
の
神
仏
を
考
え
ず
、
あ
く
ま
で
人
間
自
身
を
分
析
す
れ
ば
よ
い
と

思
う
。

人
間
も
ま
た
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
考
え
れ
ば
、
「
高
度
の
情
報
処
理
を

行
な
い
な
が
ら
、
自
己
の
内
部

シ
ス
テ
ム
お
よ
び
外
部
シ
ス
テ
ム
を
制

御
し
計
画
し
組
織
づ
け
て
ゆ
く
主
体
的
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
こ
と
が
で

き
、
常
に
社
会
的

・
客
観
的
条
件
の
下
で
生
存
す
る
と
と
も
に
、
ど
の

よ
う
な
集
団
の
中
に
お
い
て
も
各
個
の
意
識
を
持

つ
と
い
う
主
体
的

・

主
観
的
な
存
在
で
も
あ
る
と
言
え
る
。

現
代
の
時
代
が
要
求
し
て
い
る
も
の
は
、
理
性
を
重
ん
ず
る
科
学
的

認
識
と
、
あ
る
面
で
は
そ
れ
と
矛
盾
す
る
感
性
を
も
含
む
主
体
的
実
践

で
あ
る
。

そ
の
両
者
に
応
え
得
る
も
の
こ
そ
、
智
慧
を
根
本
と
す
る
仏

教
で
あ
り
、
慈
悲
を
強
調
す
る
仏
教
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
現
代
仏
教
学
に
課
せ
ら
れ
た
課
題

の
解
決
法
も
、
こ
の
両

面
を
考
え
た
。

ま
ず
第

一
に
科
学
的
認
識
を
求
め
る
大
衆
に
応
え
る
た
め
、
出
来
る

限
り
現
代

の
科
学
的
知
見

(自
然
、
社
会
、
人
文
諸
科
学
の
成
果
)
を
仏
教

学
に
導
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。
分
別
の
次
に
無
分
別
、
分
析
の
次
に
綜

合
を
説
く
の
は
み
仏
の
教
え

で
あ
る
。

一
応
の
方
法
論
と
し
て
各
専
門

に
分
か
れ
て
研
究
し
て
い
る
が
、
現
実
は
複
雑
雑
多
な
す
べ
て
の
も
の

が
混
在
し
て
い
る
。
学
校
教
育
に
お
い
て
も
教
科
指
導
と
と
も
に
生
活

指
導
が
大
切
で
あ
る
。
い
か
に
あ
る
分
野
が
秀
れ
て
い
て
も
、
全
体
と

し
て
の
効
果
は
期
待
で
き
な
い
。
誤
り
で
は
な
い
に
し
て
も
、
完
全
で

な
い
社
会
観
人
間
観
に
立
つ
、
現
代
の
多
く
の
人
々
は
自
己
の
領
域
に

拘
泥
し
て
綜
合
を
嫌
う
傾
向
に
あ
る
。

現
代
諸
科
学

の
中
で
は
、自
然
科
学
が
最
も
進
歩
し
て
い
る
と
思
う
。

し
か
し
、
そ
の
弊
害
も
自
覚
さ
れ
、
そ
の
解
決

法
を
求
め
る
た
め
、
自

然
科
学
者
で
仏
教
思
想
を
学
ぶ
者
が
近
年
特
に
多

い
。

ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
に
点
在
す
る
部
落
か
ら
の
通
信
の
如
き
研
究
も
、

勿
論
大
切
だ
が
、
同
時
に
、
そ
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
を
鳥
鰍
的
巨
視
的
に
眺

め
て
、
暗
い
部
分
を
明
る
く
す
る
、
あ
る
い
は
暗

い
部
分
を
指
摘
す
る

こ
と
も
必
要
と
思
う
。
多
く
の
秀
れ
た
先
輩
の
方

々
が
あ
る
程
度
ジ
ャ

ン
グ
ル
の
中
に

ハ
イ
ウ
ェ
イ

(概
論
、
仏
教
史
等
)
を
通
し
て
い
る
が
、

さ
ら
に
他
の
諸
科
学
を
も
包
摂
し
た
、
現
代
人
に
納
得
さ
せ
得
る
仏
教
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学
の
創
造
こ
そ
急
務
と
思
う
。

当
然
、
独
り
よ
が
り
、
学
問
的
で
な
い
、
専
門
の
限
界
を
理
解
し
な

い
等
々
の
批
判
は
蒙
る
と
思
う
が
、
問
題
は
方
法
論
よ
り
問
題
意
識

(な
ぜ
そ
れ
を
研
究
す
る
の
か
)
に
あ
る
と
思
う
。
科
学
的
批
判
に
耐
え

得
る
仏
教
学
創
造
の
た
め
、
専
門
に
拘
泥
せ
ず
、
「
学
際
的
研
究
」
(仏

教
学
を
人
間
苦
悩
解
消
学
と
か
、
社
会
不
安
減
少
学
と
か
と
考
え
る
)
の
観
点

に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

概
し
て
印
度
哲
学
と
い
う
講
座
の
国
立
大
学
と
仏
教
学
あ
る

い
は
宗

学
と
い
う
講
座
の
私
立
大
学
と
の
綜
合
研
究
も
大
切
で
あ
る
。

次
に
主
体
的
実
践
で
あ
る
が
、
理
論
は
実
践
よ
り
生
じ
る
。
た
だ
先

輩
の
事
実

の
調
べ
て
、
そ
れ
を
大
衆
に
示
す
だ
け
で
は
知
識
の
受
け
売

り
に
過
ぎ
な
い
。
他
の
諸
科
学
の
担
当
者
は
そ
れ
で
よ
い
か
も
知
れ
な

い
が
、
仏
教
学
は
実
践
が
本
質
で
あ
る
。
釈
尊
、
宗
祖
に
帰
れ
と
は
、

そ
の
よ
う
な
主
体
的
実
践
を
さ
れ
た
方
が
釈
尊
で
あ
り
、
宗
祖
で
あ
る

か
ら
で
あ

る
。

人
間
は
社
会
的
客
観
的
条
件
の
下
に
お
か
れ
る
の
で
、
人
間
を
考
え

る
場
合
、

そ
の
生
年
と
環
境
に
大
き
な
関
心
を
抱
く
。
そ
こ
で

「仏
教

学
」
を
考
え
る
場
合
も
現
実

の
仏
教
学
者
が
、

い
つ
生

ま
れ
て

(
こ
れ

は
戦
争
体
験
の
有
無
な
ど
社
会
の
影
響
を
考
え
て
)
、
ど
の
よ
う
な
教
育
を

受
け
た
か

(具
体
的
に
は
出
身
校
な
ど
)
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
対
す
る
分

析
反
省
も
必
要
と
思
う
。
(他
の
学
会
員
と
本
学
会
員
と
の
比
較
、
出
身
校
、

年
令
別
構
成
な
ど
調
査
し
た
が
割
愛
す
る
)

特
に
仏
教
学
の
将
来
を
考
え
る
場
合
、
後
継
者

の
実
態
分
析
そ
し
て

反
省
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

宗
学
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
先
輩
諸
先
生
が
、
護
教
的
規

範
科
学
と
し
て
の
面
と
批
判
的
経
験
科
学
と
し
て
の
面
と
を
明
確
に
し

て
、
と
も
に
成
り
立
た
せ
よ
う
と
い
う
方
向
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

五
、
お
わ
り
に

今
大
会
の
発
表
も
専
門
的
な
も
の
が
、
そ
の
八
割
九
割
を
占
め
、
仏

教
応
用
学
的
な
も
の
、
問
題
意
識
的
な
も
の
の
発
表
は
少
な
い
。
勿
論
、

従
来
の
研
究
は
重
要
で
あ
り
、
今
後
も
ま
す
ま
す
深
く
究
明
し
て
ゆ
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

た
だ
碁
で
言
え
ば
、
最
後

の
ツ
メ
の
如
き
定
石
を
覚
え
る
だ
け
で
な

く
、
最
初
に
布
石
を
す
る
巨
視
的
な
見
方
も
大
切
と
思
う
。

無
分
別
の
総
合
的
な
立
場
に
立
つ
こ
と
も
、
絶
対
的
な
神
仏
に
頼
ら

ず
自
己
自
身
で
努
力
す
る
こ
と
も
、
と
も
に
仏
典
の
教
え
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
自
己
の
所
属
し
て
い
る
宗
派
、
大
学
、
専
門
分
野
等
に
の
み
拘

泥
し
て
、
万
が

一
に
も
、
自
分
自
身
の
出
世
や
収
入
を
第

一
に
考
え
る

な
ら
ば
、
本
質
的
な
仏
教
は
絵
空
事
と
な
つ
て
し
ま
う
。

そ
の
よ
う
な
煩
悩
を
乗
り
越
え
て

「
現
代
仏
教
学
の
課
題
」
解
決
の

実
践

こ
そ
、
永
遠
に
解
決
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
へ
向
か
つ
て

精
進
す
る
姿
こ
そ
、
仏
教
自
身

の
価
値
を
大
き
く
世
に
示
す
こ
と
に
な

る
と
思
う
。

(参
考
文
献
註
省
酪
)

現
代
仏
教
学
の
課
題

(渡

辺
)
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