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浄
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大
正
大
学
名
誉
教
授

苫

米

地

誠

一

苫
米
地
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
真
言
宗
の
所
属
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
点
か
ら
、
真
言
密
教
に
つ
い
て
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
今
回
は
「
密
教
浄
土
教
と
阿
弥
陀
如
来
像
」
と
い
う
こ
と
で
、
資
料
を
用
意
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
か
な
か
大
部

の
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
で
も
『
平
安
期
真
言
密
教
の
研
究
』
と
い
う
本
の
中
で
、
こ
の
問
題
を
述
べ
ま
し
て
、
そ
れ
を

少
し
短
く
と
い
う
か
要
約
し
た
内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
。
1
時
間
半
と
い
う
時
間
で
は
、
こ
の
全
て
を
お
話
し
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難

し
い
か
と
思
い
ま
す
。
お
話
し
で
き
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
資
料
を
お
帰
り
に
な
っ
た
後
で
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
時
間
内
に
で
き
る
だ
け
の
話
は
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

基
本
的
に
申
し
ま
し
て
、
平
安
時
代
の
密
教
浄
土
教
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
資
料
の
初
め
の
方
に
書
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま

で
教
科
書
に
語
ら
れ
て
き
た
日
本
史
の
中
で
の
浄
土
教
の
問
題
が
、
密
教
を
勉
強
し
て
い
る
立
場
か
ら
す
る
と
、
ど
う
も
少
し
違
う
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
研
究
の
出
発
点
で
し
た
。
そ
の
あ
た
り
か
ら
少
し
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
か
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。初

め
に
「
密
教
浄
土
教
」
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
前
に
「
浄
土
教
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
普
通
に
浄
土
教
と
言
い
ま
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す
と
、
阿
弥
陀
如
来
の
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を
願
う
信
仰
と
、
そ
の
ま
ま
捉
え
ら
れ
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
実
際
に
平
安
時
代

の
浄
土
教
と
い
う
よ
り
は
、
往
生
信
仰
と
い
う
こ
と
で
見
ま
す
と
、
極
楽
往
生
だ
け
で
は
な
く
、
弥
勒
菩
薩
の
兜
率
天
へ
の
往
生
を
願

う
信
仰
も
大
変
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
少
し
時
代
が
下
が
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
熊
野
の
補
陀
落
渡
海
な
ど
で

知
ら
れ
る
よ
う
な
、
観
音
浄
土
へ
の
往
生
と
い
っ
た
こ
と
も
見
え
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
へ
の
往
生
と
い

う
も
の
を
願
う
信
仰
が
あ
り
ま
す
。

あ
る
い
は
さ
ら
に
、
顕
教
の
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
浄
土
教
だ
と
言
わ
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
鎌
倉
時
代
に
始
ま
る
浄
土
宗
、
あ
る

い
は
専
修
念
仏
の
浄
土
門
と
い
う
も
の
が
後
々
非
常
に
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
く
る
よ
う

に
な
っ
て
来
ま
し
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
平
安
時
代
の
浄
土
教
信
仰
と
い
う
も
の
を
専
修
念

仏
の
前
史
、
前
の
歴
史
と
し
て
し
か
評
価
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
割
合
と
否
定
的
な
も
の

と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
あ
る
い
は
、
専
修
念
仏
に
直
接
つ
な
が
る
信
仰
、
源
信
の
『
往
生

要
集
』
流
の
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
中
心
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し

た
。た

だ
、
実
際
に
見
て
み
ま
す
と
、
資
料
に
も
挙
げ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
室
町
時
代

ま
で
時
代
が
下
が
り
ま
す
が
『
渓
嵐
拾
葉
集
』
と
い
う
天
台
宗
に
お
い
て
編
纂
を
さ
れ
ま

し
た
百
科
全
書
的
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の
比
叡
山
の
念
仏
に
４
種
類
あ
り
ま
す
。

１
つ
に
は
、
秘
密
念
仏
、
２
つ
目
に
、
天
台
宗
の
念
仏
。
３
つ
目
が
、
通
大
乗
の
念
仏
、

４
つ
目
に
、
善
導
流
の
念
仏
。
こ
の
４
つ
が
区
別
を
さ
れ
て
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
秘
密

念
仏
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
ま
さ
に
天
台
宗
の
念
仏
、
往
生
信
仰
で
す
。
天
台
宗
と
い
っ
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て
も
、
日
本
の
天
台
宗
は
中
国
の
天
台
宗
と
違
い
ま
し
て
密
教
を
一
緒
に
や
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
を
台
密
と
申
し
ま
す
。
そ
れ
に
対

し
て
、
空
海
門
流
、
真
言
宗
の
密
教
が
東
密
で
す
。
こ
れ
は
、
京
都
に
東
寺
さ
ん
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
東
寺
の
密
教
と
い
う
こ
と
で
東

密
と
申
し
ま
す
。
真
言
宗
東
密
に
対
し
て
天
台
宗
の
密
教
を
台
密
と
申
し
ま
す
。
そ
の
台
密
の
往
生
信
仰
と
い
う
の
が
こ
こ
で
い
う
密

教
の
秘
密
念
仏
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
天
台
宗
の
念
仏
は
『
摩
訶
止
観
』
に
書
か
れ
る
常
行
三
昧
で
す
。

常
行
三
昧
と
申
し
ま
す
と
、
源
為
憲
の
『
三
宝
絵
詞
』
と
い
う
も
の
に
、
山
の
念
仏
が
比
叡
山
の
念
仏
の
基
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

話
が
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
説
明
に
『
摩
訶
止
観
』
の
常
行
三
昧
で
あ
る
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
『
摩
訶
止

観
』
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
、「
阿
・
弥
・
陀
」
と
い
う
3
文
字
に
「
空
」「
仮
」「
中
」
と
い
う
三
諦
を
観
ず
る
空
観
あ
る
い
は
中

観
と
申
し
ま
す
が
、
観
想
の
実
践
を
す
る
と
き
に
、
阿
弥
陀
様
を
お
祀
り
し
て
、
そ
の
周
り
を
ぐ
る
ぐ
る
歩
き
な
が
ら
観
想
を
す
る
。

そ
う
い
う
観
想
が
常
行
三
昧
で
す
。
摂
関
・
院
政
期
、
天
台
座
主
と
な
っ
た
慈

大
師
良
源
の
下
で
天
台
宗
教
学
の
復
興
が
行
わ
れ
た

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
ろ
に
編
纂
を
さ
れ
ま
し
た
幾
つ
か
の
天
台
宗
の
常
行
三
昧
に
関
す
る
著
作
を
見
て
も
、
そ
の
内
容
は
空

観
の
常
行
三
昧
で
あ
っ
て
、
決
し
て
往
生
を
願
う
も
の
に
は
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
て
通
大
乗
の
念
仏
と
い
う
も
の
が
、
こ
れ
が
源
信
流
、『
往
生
要
集
』
流
の
念
仏
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。『
往
生
要
集
』

で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
典
論
書
か
ら
極
楽
往
生
に
関
わ
る
要
文
を
集
め
て
、
そ
れ
を
編
纂
し
た
。
そ
の
中
で
は
、
ま
さ
に
極
楽
浄
土
へ

順
次
往
生
す
る
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
ま
す
。
極
楽
往
生
を
願
う
た
め
の
実
践
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
『
往
生
要
集
』
に
な
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
決
し
て
空
観
の
観
想
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
往
生
す
る
こ
と
が
目
的
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
天
台
の

念
仏
と
通
大
乗
の
念
仏
の
違
い
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
善
導
流
の
念
仏
と
い
う
形
で
、
ま
さ
に
法
然
上
人
が
善
導
を
祖
師
と
し
ま
し
た
善

導
流
の
念
仏
、
専
修
念
仏
が
さ
ら
に
区
分
け
を
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
見
ま
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
比
叡
山
の
浄
土
教
、

天
台
の
浄
土
教
と
い
っ
て
ひ
と
く
く
り
に
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
内
容
の
違
い
と
い
う
も
の
が
、
そ
も
そ
も
本
来
あ
っ
た
と
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い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
中
で
の
浄
土
教
は
、
私
は
こ
こ
で
阿
弥
陀
の
極
楽
浄
土
往
生
以
外
の
も
の
を
含
め
て
、
全
部
、
浄
土
教
と
称
す
る
に
あ
た

っ
て
、
な
ぜ
そ
れ
を
同
じ
浄
土
教
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
と
き
に
、
浄
土
教
の
「
教
」
と
い
う
字
は
、
そ

も
そ
も
明
治
時
代
に
宗
教
と
い
う
訳
語
が
英
語
か
ら
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
宗
教
と
い
う
意
味
で
の
「
教
」
が
当
て
ら
れ
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
考
え
れ
ば
、
別
に
、
浄
土
門
の
教
え
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
往
生
信
仰
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
教
え
を
ひ
っ
く
る
め
て
浄
土
教
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
実
際
に
、
浄
土
教
と
い
う
言
葉
が
歴
史
学
な
ど
で
使
わ
れ

て
き
た
と
き
に
、
何
を
指
し
て
言
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
藤
原
時
代
の
浄
土
教
で
す
。
藤
原
時
代
の
浄
土
教
は
、
阿
弥
陀
の
極
楽

浄
土
往
生
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
、
弥
勒
の
浄
土
、
あ
る
い
は
観
音
浄
土
な
ど
も
含
む
、
さ
ま
ざ
ま
な
浄
土

へ
の
往
生
が
願
わ
れ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
兜
率
天
へ
往
生
を
し
た
い
、
あ
る
い
は
直
接
兜
率
天
へ
往
生
す
る
代
わ
り
に
い
っ

た
ん
極
楽
へ
往
生
を
し
て
、
兜
率
天
か
ら
56
億
７
０
０
０
万
年
の
後
に
弥
勒
菩
薩
が
地
上
に
下
生
し
て
下
り
て
く
る
。
そ
し
て
、
悟
り

を
開
い
て
弥
勒
仏
と
い
う
仏
様
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
弥
勒
仏
は
、
こ
の
世
で
竜
華
樹
の
下
で
３
回
の
説
法
を
す
る
、
竜
華
三
会
と
申

し
ま
す
。
そ
の
と
き
に
『
法
華
経
』
が
説
か
れ
て
、
そ
の
と
き
に
そ
の
場
に
集
ま
っ
て
い
た
者
た
ち
全
て
に
、
未
来
の
成
仏
の
授
記
が

与
え
ら
れ
る
。
弥
勒
菩
薩
の
竜
華
三
会
に
出
会
い
た
い
と
い
う
望
み
を
持
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
期
間
を
極
楽
へ
往
生
し
て
、
極
楽
で
そ

の
時
期
を
待
と
う
と
い
う
信
仰
が
み
ら
れ
ま
す
。

こ
う
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、
歴
史
学
で
は
極
楽
と
兜
率
天
、
弥
勒
菩
薩
と
阿
弥
陀
如
来
の
区
別
の
つ
か
な
い
未
熟
な
信
仰
と
い
う

言
わ
れ
方
が
し
て
お
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
は
っ
き
り
と
両
方
の
こ
と
を
知
っ
て
、
分
か
っ
て
い
て
、
そ
う

い
う
信
仰
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
。
代
表
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
藤
原
道
長
で
す
。
金
峯
山
寺
の
埋
経
の
経
筒
に
そ
の
願
文
が

刻
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
浄
土
三
部
経
、
阿
弥
陀
三
部
経
だ
け
で
は
な
く
、
弥
勒
菩
薩
に
関
す
る
経
、
あ
る
い
は
密
教
の
経
典
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な
ど
も
一
緒
に
書
写
を
さ
れ
、
納
め
ら
れ
て
、
そ
し
て
極
楽
へ
往
生
し
、
そ
こ
か
ら
弥
勒
下
生
の
と
き
に
、
そ
の
会
座
に
知
遇
し
よ
う

と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
そ
う
い
う
信
仰
が
平
安
時
代
に
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
信
仰
の
も
と
に
、『
法
華
経
』
の
信
仰
と
い
う
も
の
が
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

ま
す
。

『
法
華
経
』
と
い
う
経
典
そ
の
も
の
に
極
楽
往
生
が
説
か
れ
、
兜
率
天
の
往
生
が
説
か
れ
、
あ
る
い
は
十
方
浄
土
へ
の
往
生
な
ど
も

説
か
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
密
教
の
立
場
か
ら
申
し
ま
す
と
、
弘
法
大
師
空
海
は
、『
法
華
経
』
と
い
う
経
典
を
、
阿
弥
陀
如
来

と
観
自
在
菩
薩
の
経
典
で
あ
る
、
三
摩
地
法
門
・
法
曼
荼
羅
（
仏
の
覚
り
の
境
地
そ
の
も
の
で
あ
り
、
文
字
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
曼
荼

羅
で
あ
る
）
と
解
釈
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
理
趣
経
』
の

釈
書
で
は
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ

に
よ
っ
て
『
法
華
経
』
と
阿
弥
陀
如
来
と
観
自
在
菩
薩
の
二
尊
一
経
は
同
体
で
あ
る
。
同
体
の
存
在
が
、
お
経
と
し
て
は
『
法
華
経
』

と
し
て
現
れ
て
、
浄
土
に
お
い
て
は
阿
弥
陀
如
来
と
し
て
現
れ
、
現
世
に
お
い
て
は
観
自
在
菩
薩
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
３
つ
は
一
体

の
存
在
で
あ
る
と
い
う
信
仰
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
、『
法
華
経
』
に
基
づ
く
浄
土
教
信
仰
と
い
う

も
の
が
顕
教
の
信
仰
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
密
教
の
信
仰
の
中
に
も
幅
広
く
広
が
っ
て
い
ま
す
。

資
料
の
２
ペ
ー
ジ
目
に
、
そ
の
概
念
図
を
概
略
で
載
せ
て
お
り
ま
す
。
平
安
時
代
の
浄
土
教
信
仰
全
体
、
右
側
に
密
教
の
浄
土
教
、

左
側
に
顕
教
の
浄
土
教
、
そ
の
両
側
に
ま
た
が
っ
て
『
法
華
経
』
信
仰
の
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
実
は
、
こ
の

『
法
華
経
』
信
仰
の
浄
土
教
の
中
に
含
ま
れ
る
部
分
が
、
平
安
時
代
の
浄
土
信
仰
の
大
半
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
に
は

極
楽
も
あ
れ
ば
、
兜
率
も
あ
る
。
あ
る
い
は
観
音
の
浄
土
も
あ
る
、
文
殊
の
浄
土
も
あ
る
。
弥
勒
の
浄
土
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
そ
う
い

っ
た
中
に
、
さ
ら
に
そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
、
密
教
経
典
の
中
に
お
け
る
、
特
に
観
音
の
密
教
経
典
の
中
に
は
観
音
の
真
言
の

力
に
よ
っ
て
極
楽
へ
往
生
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。『
不
空

索
神
変
真
言
経
』
で
す
と
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か
に
極
楽
往
生
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
尊
勝
陀
羅
尼
で
あ
る
と
か
、
陀
羅
尼
の
類
に
お
い
て
も
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が

説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
真
言
宗
の
一
番
中
心
で
あ
る
『
大
日
経
』
の

釈
書
に
『
大
日
経
疏
』
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま

す
。
そ
こ
に
は
「
三
品
悉
地
」
と
い
う
も
の
を
求
め
る
修
行
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
１
つ
に
は
上
品
は
密
厳
浄
土
へ
の
往
生
。
こ
の
密

厳
浄
土
と
い
う
の
は
何
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
大
日
如
来
の
浄
土
。
真
言
宗
の
一
番
の
中
心
は
大
日
如
来
で
す
が
、
そ
の
大
日
如
来
の

浄
土
へ
の
往
生
。
あ
る
い
は
、
中
品
は
十
方
浄
土
へ
の
往
生
。
下
品
は
阿
修
羅
窟
な
ど
で
入
定
す
る
こ
と
が
、
持
明
悉
地
と
言
っ
て
、

真
言
陀
羅
尼
を
伝
受
し
、
受
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
成
就
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
下
品
の
阿
修
羅
窟
へ
の
往
生
で
す

け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
弘
法
大
師
空
海
の
入
定
信
仰
と
も
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

そ
の
前
に
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
お
釈

様
の
十
大
弟
子
の
一
番
弟
子
で
あ
る

葉
尊
者
が
、
入
滅
を
し
な
い
で
鶏
足
山
と
い
う
洞

窟
の
中
に
入
定
し
て
、
弥
勒
菩
薩
の
下
生
を
待
っ
て
い
る
こ
と
が
、
阿
含
の
経
典
を
含
め
て
幾
つ
か
の
経
典
、
あ
る
い
は
律
な
ど
で
説

か
れ
て
お
り
ま
す
。
弘
法
大
師
の
入
定
信
仰
と
い
う
の
も
、
そ
れ
か
ら
展
開
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
生
身
の
入
定
と
い
う
形
で
、
弘

法
大
師
空
海
も
高
野
山
で
入
定
し
て
お
り
ま
す
。
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
す
で
に
入
滅
し
て
荼
毘
に
付
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

入
定
信
仰
と
い
う
形
で
そ
の
信
仰
が
語
ら
れ
て
く
る
。
そ
の
先

と
し
て

葉
尊
者
の
入
定
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
す
。
入
定
信

仰
と
い
う
も
の
は
、
結
局
、
将
来
の
弥
勒
菩
薩
の
下
生
を
待
つ
信
仰
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
は
兜
率
往
生
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、
極
楽
往
生
と
結
び
付
い
て
弥
勒
菩
薩
の
下
生
を
待
つ
者
に
つ
な
が
る
信
仰
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
が
積
み
重
な
っ
て
、
こ
の
平
安
時
代
の
浄
土
往
生
信
仰
と
い
う
も
の
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
。

た
だ
、
一
つ
言
え
る
こ
と
は
、
こ
う
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
教
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
教
学
を
勉
強
し
、
修
行
し
て
い
た
僧
侶
の
間

で
は
は
っ
き
り
と
し
た
認
識
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
男
性
の
貴
族
た
ち
、
知
識
階
級
の
貴
族
た
ち
の
間
に
は
理
解
が
あ

っ
た
か
と
思
う
の
で
す
が
、
必
ず
し
も
一
般
の
人
々
、
あ
る
い
は
女
性
の
人
々
に
ま
で
そ
う
い
っ
た
知
識
が
行
き
渡
っ
て
い
っ
た
か
と
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い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
も
な
い
。
こ
れ
は
一
例
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
『
成
尋
阿

梨
母
集
』
と
い
う
成
尋
阿

梨
の
お
母
様

の
和
歌
を
集
め
た
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
三
井
寺
園
城
寺
（
天
台
宗
寺
門
派
）
の
成
尋
の
伝
記
で
は
、
入

を
し
て
中
国
で
霊
験
を
示

し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
人
の
弟
が
成
尊
と
い
う
仁
和
寺
の
お
坊
さ
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
。
兄
弟
そ
ろ
っ
て
密
教
の
修
行

者
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
お
母
さ
ん
が
書
い
た
も
の
を
集
め
た
『
成
尋
阿

梨
母
集
』
の
中
で
は
、
こ
の
お
母
さ
ん
は
、
ど
う
も
密

教
と
か
顕
教
と
か
区
別
が
つ
か
な
い
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
の
、
た
だ
、
浄
土
へ
往
生
し
た
い
、
極
楽
へ
往
生
し
た
い
と
い
う
素
朴
な
信
仰

の
ま
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
必
ず
し
も
密
教
の
浄
土
教
、
顕
教
の
浄
土
教
だ
と
言
う
の
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
僧
侶
の
間
の
、
あ
る
い
は
知
識
階
級

の
間
の
問
題
で
あ
っ
て
、
一
般
で
の
問
題
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る

仏
像
の
問
題
な
ど
に
関
し
て
は
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
一
通
り
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
背
景
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

密
教
の
浄
土
教
の
話
を
し
て
お
り
ま
す
と
時
間
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
こ
の
あ
た
り
で
阿
弥
陀
如
来
像
、
仏
像
の
話
に

移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
像
と
申
し
ま
し
て
も
、
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
、
最
澄
、
空
海
に
よ
る
密
教
の
将
来
以
前
か
ら
、

す
で
に
造
像
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
有
名
な
の
は
、
橘
夫
人
の
造
像
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
古
い
時
代
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
い
う

の
は
転
法
輪
印
と
い
う
印
相
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
仏
像
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
釈

様
の
印
、
釈

像
の
印
に
は
大
き
く
分
け
て
、
転
法
輪
印
と
禅
定
印
と
触
地
印
、
こ
の
三
つ
の
印
が
ご
ざ
い
ま
す
。
触
地
と

い
う
の
は
「
触
れ
る
地
の
印
」
と
書
き
ま
す
。
触
地
印
と
い
う
の
は
、
座
っ
た
形
で
右
手
を
伸
ば
し
て
、
指
先
で
大
地
を
触
れ
る
形
で

す
。
こ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
お
釈

様
が
悟
り
を
開
か
れ
た
と
き
に
、
天
魔
が
そ
の
悟
り
を
妨
げ
ま
す
。
そ
の
天
魔
を
降
伏
す
る
た

め
に
、
お
釈

様
は
大
地
に
触
れ
て
、
そ
の
大
地
の
神
、
地
神
を
揺
り
起
こ
し
て
、
そ
の
地
神
の
力
で
天
魔
を
降
伏
し
、
悟
り
を
開
か
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れ
た
と
い
う
話
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
触
地
印
と
い
う
の
は
、
悟
り
を
開
い
た
そ
の
瞬
間
の
姿
を
現
し
た

形
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

も
う
一
つ
、
禅
定
印
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
禅
宗
の
お
坊
さ
ん
が
両
手
を
重
ね
て
座
っ
て
い
る
、
あ
の
形
で
ご
ざ
い

ま
す
。
普
通
に
は
、
左
手
を
平
ら
に
し
て
右
手
を
上
に
重
ね
る
形
で
す
。
こ
れ
を
禅
定
印
と
申
し
ま
す
。
こ
れ
は
、

伽
行
、
瞑
想
に

入
っ
て
い
る
状
態
を
示
す
。
そ
し
て
、
転
法
輪
印
と
い
う
の
は
、
転
法
輪
、
法
輪
を
転
じ
る
、
法
輪
を
転
が
す
と
い
う
、
お
説
法
す
る

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
お
釈

様
が
説
法
し
て
い
る
姿
が
転
法
輪
印
と
さ
れ
ま
す
。

釈

如
来
が
大
半
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
如
来
像
一
般
の
３
種
の
印
の
中
で
、
転
法
輪
印
と
い
う
の
は
左
右
非
対
称
の
印
と
し

て
作
ら
れ
る
、
造
像
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
資
料
の
３
ペ
ー
ジ
に
、
こ
れ
は
当
麻
曼
陀
羅
の
中
央
を
拡
大
し
て
載
せ
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、

こ
れ
が
左
右
非
対
称
の
転
法
輪
印
の
像
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
見
に
く
く
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
３
種
類
ご
ざ
い
ま

し
て
、
親
指
と
人
差
し
指
を
付
け
る
形
、
中
指
を
付
け
る
形
、
薬
指
を
付
け
る
形
の
三
つ
あ
り
ま
す
。
こ
の
形
を
、
左
手
の
甲
を
外
に

し
て
、
右
手
を
こ
う
い
う
形
（
両
掌
を
向
か
い
合
わ
せ
に
し
て
、
両
手
の
親
指
と
人
差
し
指
な
ど
を
付
け
た
四
指
の
先
を
付
け
る
形
）

で
す
る
の
が
、
左
右
非
対
称
の
転
法
輪
印
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が
如
来
像
一
般
の
転
法
輪
印
で
ご
ざ
い
ま
す
。
古
い
時
代
は
、
ほ
ぼ

左
右
非
対
称
の
転
法
輪
印
で
像
造
さ
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
、
転
法
輪
印
あ
る
い
は
説
法
印
と
言
わ
れ
る
も
の
に
、
右
手
を
施
無
畏
印
に

し
、
左
手
を
与
願
印
に
す
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
施
無
畏
印
と
い
う
の
は
、
胸
側
に
手
の
ひ
ら
を
外
に
向
け
て
上
げ
て
い
る
、
こ
れ

が
施
無
畏
印
。「
畏
れ
の
な
い
こ
と
（
状
態
）」
を
施
す
こ
と
で
、
施
無
畏
印
と
申
し
ま
す
。
左
手
を
下
げ
て
手
の
ひ
ら
を
外
に
向
け
る

の
が
与
願
印
。
願
い
を
与
え
る
、
願
い
を
叶
え
る
と
い
う
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。
両
手
で
施
無
畏
印
と
与
願
印
を
し
た
と
き
に
、
こ
れ

が
説
法
印
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
来
迎
印
の
形
の
基
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
、
ま
た
後
で
時
間
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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こ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
如
来
の
印
相
と
い
う
も
の
が
古
い
時
代
に
は
ご
ざ
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
現
在
と
い
う
か

江
戸
時
代
以
降
に
な
り
ま
す
と
、
九
品
往
生
の
印
と
い
う
も
の
が
説
か
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
阿
弥
陀
の
禅
定
印
と
阿
弥
陀
の

転
法
輪
印
、
阿
弥
陀
の
来
迎
印
と
い
う
三
つ
の
印
が
、
親
指
と
人
差
し
指
を
つ
な
げ
る
形
、
中
指
を
つ
な
げ
る
形
、
薬
指
を
つ
な
げ
る

形
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
９
種
類
に
な
る
。
そ
れ
を
九
品
往
生
に
当
て
は
め
た
印
と
い
う
こ
と
で
、
江
戸
時
代
に
『
仏
像
図

彙
』
と
い
う
、
こ
れ
は
木
版
で
出
版
さ
れ
た
図
像
集
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。『
仏
像
図
彙
』
に
基

づ
く
九
品
往
生
の
意
味
に
対
し
て
、
そ
れ
を
実
際
に
彫
刻
で
つ
く
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
東
京
の
九
品
仏
浄
真
寺
の
九
体
阿

弥
陀
像
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
組
み
合
わ
せ
方
が
『
仏
像
図
彙
』
と
少
し
ず
れ
て
お
り
ま
す
。

取
り
あ
え
ず
『
仏
像
図
彙
』
で
い
き
ま
す
と
、
絵
が
小
さ
く
て
見
づ
ら
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
の
定
印
と
言
わ
れ

る
両
手
を
重
ね
て
、
人
差
し
指
の
先
を
曲
げ
て
上
に
親
指
を
載
せ
る
定
印
、
こ
れ
が
上
品
上
生
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
胸
側
に
持
っ
て
き

て
、
両
手
の
平
を
外
に
向
け
て
開
く
と
、
上
品
中
生
。
こ
れ
を
さ
ら
に
開
い
て
、
こ
の
形
（
施
無
畏
印
と
与
願
印
）
に
す
る
と
上
品
下

生
に
な
る
。
親
指
と
中
指
に
な
る
と
中
品
、
親
指
と
薬
指
だ
と
下
品
と
い
う
形
に
な
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
『
仏
像
図
彙
』
の
説
明
で

ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が
浄
真
寺
に
な
る
と
、
定
印
の
ま
ま
で
人
差
し
指
が
上
生
、
中
指
が
中
生
、
薬
指
が
下
生
と
い
う
と
い
う
ふ
う
に
、

組
み
合
わ
せ
が
ち
ょ
っ
と
ず
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
組
み
合
わ
せ
で
説
明
を
さ
れ
る
の
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
江

戸
時
代
に
な
っ
て
そ
う
い
う
組
み
合
わ
せ
が
で
き
た
の
で
、
そ
れ
以
前
に
は
な
か
っ
た
こ
と
が
す
で
に
指
摘
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
で

は
、
そ
れ
以
前
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
お
話
で
ご
ざ
い
ま
す
。

阿
弥
陀
如
来
の
印
相
と
い
う
も
の
は
、
顕
教
の
経
典
の
中
で
は
一
切
書
か
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
転
法
輪
印

と
い
う
も
の
が
印
相
と
し
て
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
密
教
の
経
典
の
中
で
は
阿
弥
陀
如
来
像
の
印
相
と
し
て
で
は
な
く
、
行
者
、
修
行

者
が
実
際
に
修
行
す
る
と
き
に
結
ぶ
印
相
と
し
て
、
阿
弥
陀
の
禅
定
印
と
い
う
も
の
が
説
か
れ
始
め
ま
す
。
力
端
定
印
と
か
、
妙
観
察
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智
定
印
と
い
う
名
前
が
付
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
禅
定
印
と
い
う
の
は
、
普
通
の
禅
定
印
は
左
手
を
広
げ
て
そ
の
上
に
右

手
を
重
ね
ま
す
。
こ
れ
が
、
そ
の
禅
定
印
で
す
。
た
だ
、
阿
弥
陀
の
禅
定
印
は
、
金
剛
界
の
法
界
定
印
と
い
う
も
の
を
基
に
し
て
お
り

ま
す
。
金
剛
界
の
法
界
定
印
と
い
う
の
は
、
左
右
の
手
を
合
わ
せ
て
結
び
ま
す
。
こ
れ
を
金
剛
縛
と
申
し
ま
す
。
そ
れ
を
開
き
ま
す
。

こ
れ
が
金
剛
界
の
法
界
定
印
と
い
う
定
印
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
人
差
し
指
の
先
を
曲
げ
て
そ
の
上
に
親
指
を
載
せ
る
と
、
こ
れ
が
阿

弥
陀
の
定
印
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
中
指
、
薬
指
、
小
指
が
交
差
し
た
状
態
に
な
る
の
が
、
こ
の
阿
弥
陀
の
定
印
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
印
は
修
行
者
が
修
行
の
中
で
観
相
を
す
る
、

伽
行
を
す
る
と
き
の
印
相

と
し
て
説
か
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
『
金
剛
頂
経
』
と
い
う
系
統
の
密
教
経
典
の
中
か
ら
出
て
き
た
印
相
で
す
け
れ
ど
も
、
そ

れ
が
『
胎
蔵
旧
図
様
』
と
い
う
『
大
日
経
』
系
の
曼
荼
羅
の
図
像
を
経
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
印
相
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

き
ま
す
。
金
剛
界
の
中
で
阿
弥
陀
如
来
の
印
相
と
し
て
説
か
れ
て
き
ま
す
。
た
だ
、『
金
剛
頂
経
』
と
い
う
経
典
で
は
、
定
印
と
し
て

し
か
出
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
現
図
（
現
に
図
絵
さ
れ
た
曼
荼
羅
と
い
う
意
味
で
、
空
海
が
将
来
し
た
曼
荼
羅
）
の
金
剛
界
曼
荼
羅
で

は
法
界
定
印
に
な
っ
て
い
て
、
阿
弥
陀
の
定
印
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
阿
弥
陀
の
定
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
当

初
か
ら
あ
っ
た
阿
弥
陀
如
来
の
お
姿
で
は
な
い
。
実
際
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
阿
弥
陀
如
来
像
は
阿
弥
陀
の
定
印
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
普
通
の
法
界
定
印
の
上
に
、
多
く
の
場
合
は
鉄
鉢
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
の
が
チ
ベ
ッ
ト
密
教
、
あ
る

い
は
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
中
で
つ
く
ら
れ
た
阿
弥
陀
如
来
の
お
姿
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
の
定
印
の
阿
弥
陀
如
来
と

い
う
の
は
、
中
国
か
ら
日
本
に
来
て
、
日
本
で
大
き
く
花
開
い
た
仏
像
に
な
り
ま
す
。

そ
う
い
う
阿
弥
陀
如
来
の
定
印
で
す
け
れ
ど
も
、
詳
し
い
こ
と
は
後
で
お
読
み
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
、
最
初
は
曼
荼
羅
の
中
で
、

特
に
「
現
図
胎
蔵
曼
荼
羅
」
あ
る
い
は
金
剛
界
で
も
「
八
十
一
尊
曼
荼
羅
」
と
呼
ば
れ
る
金
剛
界
の
阿
弥
陀
如
来
の
像
が
、
阿
弥
陀
の

定
印
像
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
仏
像
と
し
て
一
番
早
く
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
安
祥
寺
の
五
智
如
来
像
と
い
う
も
の
で
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ご
ざ
い
ま
す
。
安
祥
寺
と
い
う
お
寺
は
、
今
は
も
う
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
五
智
如
来
像
は
、
今
、
京
都
国
立
博
物
館
に

寄
託
を
さ
れ
て
い
て
、
多
分
、
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
大
日
如
来
と
い
う
密
教
の
中
心
の
仏
様
の
回
り
に
、
東
に
阿

如
来
、
南
に
宝
生
如
来
、
西
に
阿
弥
陀
如
来
、
北
に
不
空
成
就
如
来
と
い
う
五
体
の
仏
様
。
そ
の
中
の
西
方
の
阿
弥
陀
如
来
が
、
阿
弥

陀
の
定
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
し
て
は
、
最
古
か
ど
う
か
は
、
ち
ょ
っ
と
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
現
存

す
る
像
と
し
て
は
一
番
古
い
お
像
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
も
う
一
つ
、
仁
和
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
い
う
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
宇
多
天
皇
が
退
位
さ
れ
て
寛
平
法
皇
と
い
う
法
皇
様
に

な
ら
れ
ま
し
た
。
仁
和
寺
と
い
う
お
寺
は
、
そ
の
寛
平
法
皇
が
建
立
さ
れ
た
お
寺
で
す
。
た
だ
、
も
と
も
と
は
父
天
皇
で
あ
っ
た
光
孝

天
皇
の
菩
提
の
た
め
に
、
光
孝
天
皇
の
陵
の
中
に
つ
く
っ
た
お
寺
と
い
う
こ
と
で
、
最
初
は
光
孝
天
皇
の
親
戚
関
係
、
親
族
と
い
う
こ

と
も
あ
り
ま
す
し
、
あ
る
い
は
光
孝
天
皇
ご
自
身
の
信
仰
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
か
と
思
う
の
で
す
が
、
延
暦
寺
の
お
坊
さ
ん
、
幽
仙

い
う
人
が
別
当
に
な
っ
た
お
寺
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
次
に
寛
平
法
皇
が
ご
出
家
に
な
ら
れ
て
、
仁
和
寺
の
中
に
お
住
い
を
つ
く
ら
れ

た
。
そ
の
お
住
い
を
御
室
と
申
し
ま
す
。
今
は
御
室
仁
和
寺
と
申
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
皇
様
の
お
住
い
の
こ
と
を
御
室
と
申
し
ま
す
。

そ
こ
に
最
初
に
祀
ら
れ
た
の
が
、
阿
弥
陀
三
尊
像
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
両
側
に
観
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
を
脇
侍
に
し
た
阿
弥
陀
三
尊
で

す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
定
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
で
あ
り
ま
す
。
安
祥
寺
の
五
智
如
来
像
と
仁
和
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
、
ど
ち
ら
が
早

い
の
か
。
実
際
に
は
造
立
年
代
、
文
献
上
の
問
題
で
、
い
つ
に
な
る
の
か
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
が
早
い
か
微
妙
な
と
こ
ろ
で
す
。
ど
ち

ら
に
し
て
も
、
定
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
し
て
は
一
番
古
い
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
寛
平
法
皇
の
ご
信
仰
の
中
で
阿
弥
陀
如
来
像
が

造
立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
寛
平
法
皇
は
ご
出
家
さ
れ
た
と
き
に
、
真
言
宗
の
お
坊
さ
ん
と
し
て
出
家
を
さ
れ
て
い
る
。
密
教
の

阿

梨
と
し
て
弟
子
を
養
成
す
る
。
密
教
の
非
常
に
専
門
的
な
修
行
を
さ
れ
た
法
皇
様
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
方
の
つ
く
ら
れ
た
阿
弥

陀
如
来
像
と
い
う
の
は
、
こ
の
曼
荼
羅
か
ら
抽
出
さ
れ
た
定
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
が
、
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一
番
古
い
時
代
の
定
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
定
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
ら
は
密
教
の
中

か
ら
で
な
い
と
出
て
こ
な
い
仏
像
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
密
教
寺
院
の
中
で
つ
く
ら
れ
て
き
た
阿
弥
陀
如
来
像
で
あ
る
。

で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
飛
ば
し
飛
ば
し
ま
い
り
ま
す
。
細
か
い
と
こ
ろ
は
後
で
ご
覧
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
中
に
、
そ
の
お
像
が
外
側
の
姿
、
要
す
る
に
印
相
、
手
の
形
だ
け
で
密
教
像
と
い
う
の
で
は
な
く

て
、
も
っ
と
は
っ
き
り
、
具
体
的
に
密
教
の
像
で
あ
る
こ
と
を
示
す
証
拠
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
胎
内
墨
書
と
い
う
も
の
で
す
。

要
す
る
に
、
仏
像
と
い
う
の
は
一
木
造
で
、
中
が
全
部
１
つ
の
木
だ
と
い
う
お
像
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
中
に
内
刳
り
と
い
っ
て
空

洞
を
作
る
。
寄
せ
木
づ
く
り
の
よ
う
な
も
の
で
す
と
、
部
分
、
部
分
を
分
け
て
つ
く
っ
て
、
そ
れ
を
後
に
組
み
合
わ
せ
る
よ
う
な
も
の

も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
中
に
内
刳
り
と
い
う
空
洞
が
で
き
る
。
空
洞
部
分
の
内
側
に
墨
書
、
墨
で
さ
ま
ざ
ま
な
字
を
書
い
て

い
る
。
そ
の
中
に
梵
字
、
古
代
の
イ
ン
ド
の
文
字
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
如
来
や
、
あ
る
い
は
大
日
如
来
、

あ
る
い
は
種
子
と
申
し
ま
し
て
、
一
字
の
梵
字
で
尊
格
を
表
す
も
の
、
あ
る
い
は
真
言
陀
羅
尼
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
書
く
も
の
が

現
れ
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
て
あ
る
の
が
、
最
初
に
取
り
上
げ
た
の
が
、
墨
書
が
確
認
さ
れ
て
い
る
中
で
は
一
番
古
い
の
が
、
資
料
の
８
ペ
ー

ジ
の
最
初
に
挙
げ
て
あ
り
ま
す
、
真
言
律
宗
岩
船
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
で
す
。
た
だ
、
岩
船
寺
は
割
合
古
い
お
寺
な
の
で
す
が
、
こ
の

岩
船
寺
さ
ん
も
真
言
密
教
系
統
の
お
寺
と
し
て
、
こ
の
阿
弥
陀
如
来
像
を
つ
く
っ
て
い
る
。
頭
の
内
刳
の
中
に
、
阿
（
ア
）
字
で
す
と

か
、

哩
（
キ
リ
ク
）
字
と
い
う
文
字
が
梵
字
で
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
キ
リ
ク
字
と
い
う
の
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
フ
リ
ー

ヒ
（H
rı

〜h

）
と
い
う
文
字
で
す
。
こ
れ
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
種
子
で
あ
る
。
種
子
と
い
う
の
は
1
字
で
も
っ
て
、
そ
の
尊
格
を
示
し

ま
す
か
ら
、
こ
の
キ
リ
ク
字
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
如
来
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は

阿
字
。
阿
字
と
い
う
の
は
、
普
通
に
言
え
ば
、
胎
蔵
界
の
大
日
如
来
の
種
子
で
ご
ざ
い
ま
す
。
な
の
で
、
阿
字
と
キ
リ
ク
字
と
、
大
日
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如
来
と
阿
弥
陀
如
来
と
、
両
方
の
種
子
が
そ
の
胎
内
に
墨
書
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
う
墨
書
銘
を
持
つ
仏
像
と
い
う
の
は
、
そ
の
後
、
多
く
出
来
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
時
代
が
下
が
っ
て
鎌
倉
時
代
、
あ
る

い
は
室
町
時
代
に
至
る
ま
で
、
胎
内
に
そ
う
い
う
、
特
に
真
言
を
、
あ
る
い
は
種
子
を
墨
書
す
る
例
と
い
う
の
は
、
実
際
に
ず
っ
と
作

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
阿
弥
陀
如
来
像
だ
け
の
話
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
仏
像
の
中
に
、
そ
う
い
う
墨
書
は
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
は
結
縁
者
の
名
前
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
仏
師
の
名
前
な
ど
が
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
。

あ
る
い
は
、
さ
ら
に
胎
内
納
入
品
と
申
し
ま
し
て
、
そ
の
内
刳
の
中
に
、
仏
像
の
本
体
の
内
側
に
墨
書
す
る
の
で
は
な
く
て
、
紙
や

布
に
書
い
た
も
の
を
納
め
る
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
胎
内
に
納
め
た
も
の
に
陀
羅
尼
真
言
が
書
か
れ
る
、

梵
字
が
書
か
れ
る
、
そ
う
い
っ
た
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
中
で
一
番
有
名
な
の
は
何
か
と
申
し
ま
す
と
、
平
等
院
鳳
凰
堂
の
阿
弥
陀
如
来
像
で
す
。
平
等
院
鳳
凰
堂
の
阿
弥
陀
如

来
像
、
こ
れ
は
昭
和
の
解
体
修
理
で
し
た
か
、
明
治
の
解
体
修
理
で
し
た
か
、
ち
ょ
っ
と
忘
れ
ま
し
た
が
（
昭
和
二
十
五
年
の
修
理
）、

胎
内
か
ら
、
資
料
の
９
ペ
ー
ジ
に
載
せ
て
ご
ざ
い
ま
す
、
こ
の
木
製
の
梵
字
墨
書
の
蓮
台
と
い
う
も
の
が
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

れ
だ
け
見
る
と
、
仏
様
が
上
に
乗
る
蓮
華
座
の
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
実
は
こ
の
上
に
阿
弥
陀
如
来
の
陀
羅
尼
が
墨
書
さ
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
が
、
阿
弥
陀
如
来
の
仏
像
の
胸
の
内
刳
の
中
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
早
い
時
代
か
ら
、
こ
れ
は
真
言
念
誦
、

真
言
密
教
の
修
行
の
中
で
観
想
さ
れ
る
、
入
我
我
入
観
の
具
体
的
な
も
の
を
、
そ
の
形
で
示
し
た
も
の
だ
と
指
摘
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

入
我
我
入
観
と
い
う
の
は
、
真
言
密
教
の
修
行
の
中
で
、
実
は
、
行
者
さ
ん
が
真
言
を
唱
え
な
が
ら
観
想
を
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
自
分
の
唱
え
た
真
言
が
自
分
の
口
か
ら
出
て
、
そ
れ
が
本
尊
さ
ん
の
お
腹
か
ら
入
っ
て
い
っ
て
、
そ
の
本
尊
さ
ん
の
胸
の
中
で
、

真
言
の
文
字
が
右
に
ぐ
る
り
と
回
っ
て
つ
な
が
る
。
そ
う
い
う
観
想
を
す
る
。
今
度
は
そ
の
本
尊
さ
ん
、
仏
さ
ん
の
御
口
か
ら
そ
の
真

言
の
文
字
が
出
て
き
て
、
そ
れ
が
自
分
の
頭
の
上
か
ら
入
っ
て
、
自
分
の
胸
の
中
で
や
は
り
右
に
回
っ
て
、
ぐ
る
り
と
丸
く
回
っ
て
つ
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な
が
る
。
そ
う
い
う
観
想
を
し
な
さ
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
尊
と
自
分
と
が
一
体
に
な
る
。
そ
う
い
う
観
想
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い

う
の
を
入
我
我
入
観
と
申
し
ま
す
。
そ
う
い
う
観
想
を
、
ま
さ
に
そ
の
具
体
的
な
も
の
を
示
し
た
の
が
、
こ
の
鳳
凰
堂
の
阿
弥
陀
如
来

の
梵
字
蓮
台
だ
と
い
う
指
摘
は
、
鳳
凰
堂
の
阿
弥
陀
如
来
の
解
体
修
理
で
出
て
き
た
と
き
か
ら
、
指
摘
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
は
ご
ざ
い

ま
す
。

さ
ら
に
平
等
院
鳳
凰
堂
の
像
と
い
う
の
は
、
仏
師
定
朝
が
作
っ
た
有
名
な
仏
像
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
光
背
の
頂
上
に
、
こ
の
写
真

は
小
さ
く
て
見
え
づ
ら
い
の
で
す
が
、
阿
弥
陀
如
来
の
頭
の
上
の
方
、
光
背
の
上
の
方
に
、
実
は
大
日
如
来
の
像
が
付
い
て
い
ま
す
。

拡
大
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
が
。
智
拳
印
の
大
日
如
来
と
い
う
の
は
、
金
剛
界
の
大
日
如
来
で
す
。
こ
の
よ
う
な
、
金
剛
界
曼

荼
羅
の
中
心
の
大
日
如
来
が
、
こ
の
光
背
の
と
こ
ろ
に
く
っ
つ
い
て
お
り
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
、
よ
さ
そ
う
な
も
の

を
選
ん
で
今
こ
こ
に
載
せ
て
き
た
だ
け
で
す
。
あ
ま
り
い
い
写
真
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
少
し
見
え
づ
ら
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

調
べ
て
い
た
だ
く
と
、
光
背
の
上
部
の
方
に
智
拳
印
の
大
日
如
来
の
像
が
付
い
て
い
る
の
が
分
か
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
本
体
の
大
日
如
来
と
同
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
真
言
密
教
で
は
、

先
ほ
ど
の
五
仏
、
金
剛
界
の
五
仏
と
申
し
ま
し
た
大
日
如
来
、
阿

如
来
、
宝
生
如
来
、
阿
弥
陀
如
来
、
不
空
成
就
如
来
と
い
う
五
仏

と
い
う
の
は
、
実
は
大
日
如
来
の
５
つ
の
智

、
五
智
を
象
徴
す
る
仏
で
も
あ
る
。
大
日
如
来
は
法
界
体
性
智
と
い
う
一
番
根
本
の
智

。
阿

如
来
は
大
円
鏡
智
と
い
う
智

。
大
き
な
丸
い
鏡
の
よ
う
な
と
い
う
名
前
の
智

で
す
。
宝
生
如
来
は
平
等
性
智
と
い
う
智

。
阿
弥
陀
如
来
は
妙
観
察
智
と
い
う
智

。
不
空
成
就
如
来
は
成
所
作
智
と
い
う
智

を
象
徴
す
る
仏
で
あ
っ
て
、
実
は
全
て
大
日

如
来
の
５
つ
智

の
一
部
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
如
来
は
大
日
如
来
の
妙
観
察
智
な
の
で
あ
っ
て
、
大
日
如
来
と
阿
弥
陀
如
来
は
本
当
は
一
体
な
の
だ
と
い
う
考

え
方
が
、
一
方
に
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
大
日
如
来
と
一
体
の
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
も
の
を
示
す
造
像
と
し
て
、
こ
う
い
う
大
日
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如
来
の
形
を
阿
弥
陀
如
来
の
像
の
ど
こ
か
に
付
け
る
と
い
う
こ
と
が
、
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

あ
と
に
載
せ
て
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
来
迎
印
の
阿
弥
陀
如
来
と
し
て
、
禅
林
寺
の
見
返
り
阿
弥
陀
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
見
返

り
阿
弥
陀
の
光
背
の
上
に
も
、
こ
れ
は
定
印
で
す
け
れ
ど
も
、
像
が
付
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
定
印
の
化
仏
は
胎
蔵
界
の
大
日
で

あ
ろ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
宝
冠
を
か
ぶ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
宝
冠
阿
弥
陀
と
い
う
別
の
、
密
教
の
阿
弥

陀
如
来
で
宝
冠
を
か
ぶ
っ
て
い
る
像
も
あ
る
の
で
、
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
の
で
す
が
、
化
仏
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
像
の
光
背
に
付
け

る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
宝
冠
を
か
ぶ
っ
て
い
る
化
仏
は
胎
蔵
大
日
だ
と
。
細
か
い
と
こ
ろ
が
よ
く
見
え
ま
せ
ん
の
で
断
定
は
で
き
な
い

の
で
す
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

あ
る
い
は
、
こ
れ
は
ど
こ
で
見
た
の
か
記
憶
に
残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
幾
つ
か
の
お
寺
を
回
っ
て
い
た
と
き
に
、
大
日
如
来
像
で

は
な
く
て
多
宝
塔
を
載
せ
て
い
る
像
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
多
宝
塔
と
い
う
の
は
、
大
日
如
来
の
三
摩
耶
形
と
申
し
ま
し
て
、
先
ほ
ど
梵

字
で
示
す
の
が
種
子
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
外
に
、
器
物
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
モ
ノ
」

で
そ
の
尊
格
を
示
す
方
法
が
ご
ざ
い
ま
す
。

阿
弥
陀
如
来
や
観
音
菩
薩
で
す
と
、
蓮
の
花
、
蓮
華
で
ご
ざ
い
ま
す
し
、
阿

如
来
あ
る
い
は
金
剛
薩
埵
と
い
う
菩
薩
は
、
金
剛
杵

と
い
う
も
の
。
文
殊
菩
薩
で
す
と
お
経
で
す
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
で
も
っ
て
示
す
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
大
日
如
来
の
場
合
は
、

塔
が
大
日
如
来
を
示
す
三
摩
耶
形
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
を
上
に
載
せ
た
仏
像
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ

う
い
う
よ
う
に
、
大
日
如
来
の
姿
を
何
ら
か
の
形
で
阿
弥
陀
如
来
の
造
像
の
中
に
組
み
入
れ
た
も
の
は
、
や
は
り
大
日
・
阿
弥
陀
一
体

の
姿
を
示
し
た
仏
像
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
平
等
院
鳳
凰
堂
は
、
堂
内
に
極
楽
浄
土
の
様
相
が
描
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
長
押
の
と
こ
ろ
に
は
二
十
五
菩
薩
の
像
の
レ
リ

ー
フ
状
の
も
の
が
付
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
二
十
五
菩
薩
の
像
の
幾
つ
か
に
は
、
金
剛
名
号
と
い
っ
て
金
剛
何
々
と
い
う
菩
薩
名
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が
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
金
剛
名
号
、
金
剛
何
々
、
例
え
ば
金
剛
法
で
す
と
か
、
金
剛
利
、
金
剛
語
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
名
前
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
金
剛
界
系
の
密
教
の
尊
格
の
名
前
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
金
剛
法
菩
薩
。
こ
の
金
剛
法
と
い
う
の
は
、
観
音
様
、
観
自
在
菩
薩
の
金
剛
名
号
が
金
剛
法
菩
薩
に
な
る
。
あ
る
い
は
金
剛

利
と
い
う
の
は
文
殊
菩
薩
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
金
剛
名
号
と
い
う
も
の
が
密
教
の
菩
薩
の
名
前
と
し
て
ご
ざ
い

ま
す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
が
、
二
十
五
菩
薩
の
像
の
幾
つ
か
の
中
に
墨
書
さ
れ
て
い
る
も
の
が
見
つ
か
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、

長
押
に
付
け
ら
れ
た
二
十
五
菩
薩
も
、
実
は
密
教
の
造
像
の
一
環
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
平
等
院
鳳
凰
堂
内
部
の
極
楽
浄
土
の
荘
厳
な
ん
で
す
が
、
こ
の
阿
弥
陀
如
来
像
を
つ
く
っ
た
定
朝
と
い
う
仏
師
に
対
し
て
、

天
台
密
教
の
大
家
で
あ
る
皇
慶
と
い
う
阿

梨
さ
ん
は
、
阿
弥
陀
如
来
法
の
次
第
を
伝
授
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
記
録
が
残
っ
て
お
り

ま
す
。
そ
の
皇
慶
さ
ん
が
定
朝
さ
ん
に
伝
授
し
た
阿
弥
陀
如
来
法
の
次
第
の
翻
刻
と
い
う
も
の
が
発
表
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
昔
、
京
博

に
お
ら
れ
た
伊
東
先
生
が
発
見
さ
れ
て
、
翻
刻
を
さ
れ
た
資
料
で
す
。
そ
の
中
で
は
、
道
場
観
と
申
し
ま
し
て
、
修
法
の
中
で
、
先
ほ

ど
入
我
我
入
観
と
言
っ
て
、
自
分
と
本
尊
さ
ん
が
一
体
と
な
る
観
想
が
あ
る
と
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
に
、
目
の
前
に
い
る

ご
本
尊
に
対
し
て
、
本
来
そ
の
仏
の
い
る
世
界
と
い
う
も
の
を
観
想
す
る
、
そ
う
い
う
観
想
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
を
道
場
観
ま
た
は

曼
荼
羅
観
と
申
し
ま
す
。
そ
の
道
場
観
の
中
で
、
阿
弥
陀
如
来
の
世
界
、
極
楽
浄
土
の
様
相
を
観
想
す
る
。
一
般
的
に
は
『
無
量
寿
如

来
念
誦
儀
軌
』
と
い
う
儀
軌
に
よ
っ
て
、
そ
の
観
想
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
『
無
量
寿
如
来
念
誦
儀
軌
』
の
観

想
の
表
現
は
簡
単
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
「
水
、
鳥
、
樹
林
、
皆
法
音
を
演
ぶ
。」
水
や
鳥
や
樹
木
や
林
が
、
皆
、
仏
の
説
法

を
し
て
い
る
（
教
え
を
演
説
し
て
い
る
）
と
い
う

子
を
観
想
を
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
前
も
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
実
は
『
観
無
量
寿
経
』
の
極
楽
浄
土
の
観
想
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
省
略
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
定
朝
が
皇

慶
か
ら
伝
授
さ
れ
た
次
第
で
は
も
っ
と
詳
し
く
、『
観
無
量
寿
経
』
の
本
文
が
も
っ
と
詳
し
く
引
用
さ
れ
て
、
極
楽
浄
土
の
様
相
を
観

一
八
一

密
教
浄
土
教
と
阿
弥
陀
如
来
像



想
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

な
の
で
、
そ
の
次
第
に
よ
っ
て
極
楽
浄
土
の
様
相
を
堂
内
に
再
現
す
れ
ば
、『
観
無
量
寿
経
』
の
そ
の
ま
ま
の
姿
が
描
か
れ
て
当
然

に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
平
等
院
の
つ
く
ら
れ
方
を
見
て
い
っ
た
と
き
に
、
美
術
史
の
中
で
昔
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
な
、

浄
土
教
と
密
教
と
を
後
に
融
合
さ
せ
た
と
か
、
一
方
で
浄
土
教
が
あ
り
、
一
方
で
密
教
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
融
合
さ
せ
た
の
で
は
な
く

て
、
そ
も
そ
も
密
教
の
中
に
あ
る
浄
土
教
と
い
う
も
の
の
中
で
、
そ
う
い
っ
た
仏
像
が
つ
く
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

駆
け
足
で
申
し
訳
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
よ
う
な
話
を
、
詳
し
い
こ
と
は
あ
と
で
見
て
い
た
だ
い
て
、
そ
う
い
っ
た

定
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
い
う
の
が
一
般
的
に
広
く
つ
く
ら
れ
て
い
く
中
で
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
、
触
れ
る
の
を
忘
れ
て
お
り
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
定
朝
様
の
阿
弥
陀
如
来
像
を
含
め
て
多
く
の
阿
弥
陀
如
来
像
が
、
金
剛
界
の
阿
弥
陀
如
来
と
胎
蔵
界
の
阿
弥

陀
如
来
で
、
実
は
袈
裟
の
付
け
方
が
違
っ
て
お
り
ま
す
。
金
剛
界
の
阿
弥
陀
如
来
は
偏

右
肩
。
右
肩
の
袈
裟
を
脱
い
で
い
る
形
。
右

肩
を
出
し
て
い
る
形
の
像
が
、
金
剛
界
の
阿
弥
陀
如
来
。
胎
蔵
界
の
阿
弥
陀
如
来
は
通
肩
と
い
っ
て
、
両
肩
に
袈
裟
を
掛
け
て
い
る
。

ち
な
み
に
申
し
ま
す
と
、
両
肩
に
袈
裟
を
掛
け
る
と
い
う
の
は
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
袈
裟
の
付
け
方
と
し
て
は
正
装
に
な
り
ま
す
。

右
肩
を
脱
ぐ
と
い
う
の
は
普
段
着
み
た
い
な
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
袈
裟
の
付
け
方
の
違
い
が
あ
り
ま

す
。
多
く
の
場
合
は
偏

右
肩
の
阿
弥
陀
如
来
像
が
多
い
の
で
す
が
、
通
肩
の
阿
弥
陀
如
来
も
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
中
で
、
先
ほ
ど
の
話
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
常
行
三
昧
堂
の
阿
弥
陀
如
来
は
通
肩
の
阿
弥
陀
如
来
に
な
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。（
こ
れ
は
宝
冠
を
戴
い
て
袈
裟
を
付
け
、
阿
弥
陀
の
定
印
で
、
孔
雀
座
に
乗
っ
た
、
金
剛
界
八
十
一
尊
曼
荼

羅
の
特
殊
な
阿
弥
陀
像
で
す
）
必
ず
し
も
通
肩
と
偏

右
肩
の
両
様
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
が
、（
他
に
も
紅
頗
梨

色
阿
弥
陀
と
呼
ば
れ
る
宝
冠
の
阿
弥
陀
如
来
像
も
あ
り
ま
す
。）
そ
う
い
う
定
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
に
対
し
ま
し
て
、
転
法
輪
印
の
阿
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弥
陀
如
来
像
に
つ
い
て
、
少
し
様
子
を
み
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

転
法
輪
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
転
法
輪
印
と
は
、
仏
が
説
法
を
す
る
姿
と
い
う
こ
と
で
す
。
一

般
的
な
も
の
は
左
右
非
対
称
の
転
法
輪
印
。
左
右
非
対
称
と
は
、
左
手
は
内
を
向
い
て
、
右
手
は
外
を
向
い
て
と
い
う
形
に
な
り
ま
す
。

付
け
た
指
の
先
同
士
を
く
っ
つ
け
合
わ
せ
て
こ
う
な
る
（
両
手
の
親
指
と
人
差
し
指
の
先
を
付
け
る
）。
ま
あ
、
こ
う
で
も
（
両
手
の

親
指
と
中
指
の
先
を
付
け
る
）、
こ
う
で
も
（
両
手
の
親
指
と
薬
指
の
先
を
付
け
る
）
い
い
の
で
す
が
。
あ
る
い
は
こ
う
な
っ
た
り
、

こ
う
な
っ
た
り
（
左
手
を
下
に
、
右
手
を
上
に
し
て
指
先
を
付
け
る
）、
指
の
組
み
合
わ
せ
は
像
ご
と
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す

が
、
そ
う
い
う
左
右
非
対
称
の
転
法
輪
印
が
一
般
的
で
す
。

し
か
し
、
密
教
の
転
法
輪
印
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
左
右
対
称
の
転
法
輪
印
。
左
右
対
称
と
い
う
の
は
、
先
ほ
ど
少
し
申
し

ま
し
た
よ
う
に
、
右
と
左
が
同
じ
姿
。
要
す
る
に
親
指
と
人
さ
し
指
の
先
を
突
き
合
わ
せ
て
、
そ
れ
を
両
手
と
も
外
に
向
け
る
。（
左

右
の
手
を
）
付
け
る
形
と
開
く
形
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
基
本
は
付
け
る
形
で
、
こ
れ
が
、
左
右
対
称
の
転
法
輪
印
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
代
表
的
な
も
の
は
、
や
は
り
禅
林
寺
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
鎌
倉
時
代
の
画
像
、
絵
像
で
す
け
れ
ど
も
、
山
越
の
阿

弥
陀
如
来
像
が
あ
り
ま
す
。
資
料
の
12
ペ
ー
ジ
の
下
の
段
に
載
せ
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
左
右
対
称
の
転
法
輪
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
の

代
表
で
す
。
そ
れ
の
根
拠
と
な
る
の
が
、『
陀
羅
尼
集
経
』
と
い
う
密
教
の
経
典
の
中
に
出
て
く
る
阿
弥
陀
如
来
の
印
相
が
示
さ
れ
て

お
り
ま
す
。

実
は
阿
弥
陀
如
来
像
の
こ
の
転
法
輪
印
に
つ
い
て
、「
阿
弥
陀
仏
輪
印
第
十
三
」
と
い
う
も
の
で
す
が
、「
左
右
の
手
、
二
大
指
を
以

て
各
々
無
名
指
の
頭
を
捻
じ
、
右
、
左
を
圧
し
て
心
に
当
て
る
。
若
し
説
法
論
義
の
時
、
日
日
に
此
の
法
を
作
さ
ば
、
一
切
歓
喜
し
、

死
し
て
阿
弥
陀
仏
国
に
生
ず
」（『
大
正
蔵
』
18
、
８
０
２
ｂ
）
云
々
と
。
あ
る
い
は
「
序
分
第
一
」
で
す
と
、「
次
に
画
師
の
仏
像
を
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画
く
法
用
。
中
央
に
阿
弥
陀
仏
を
著
す
。
結

坐
し
、
手
は
阿
弥
陀
仏
説
法
印
を
作
す
。
左
右
の
大
指
と
無
名
指
と
、
頭
を
各
々
相

ひ
捻
し
、
右
の
大
指
・
無
名
指
の
頭
を
以
て
左
の
大
指
・
無
名
指
の
頭
を
圧
し
、
左
右
の
頭
指
・
中
指
・
小
指
を
開
き
竪
つ
。
仏
の
右

の
廂
に
は
十
一
面
観
世
音
菩
薩
の
像
を
作
し
、
左
の
廂
に
は
大
勢
至
菩
薩
の
像
を
作
す
。（
中
略
）
其
の
仏
の
形
は
金
色
に
作
し
、
其

の
袈
裟
は
赤
色
に
作
し
、
其
の
仏
の
円
光
は
五
色
を
以
て
成
じ
、
其
の
仏
の
頭
上
に
は
五
色
光
を
放
つ
」（『
大
正
蔵
』
18
、
８
０
０
ｃ
）
と

い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
。

美
術
史
の
方
で
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
左
右
対
称
の
転
法
輪
印
が
で
き
た
の
だ
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
ま
す
。
そ
の
根
拠
は
、『
覚
禅

抄
』
と
い
う
、
こ
れ
は
鎌
倉
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
真
言
密
教
の
、
真
言
宗
の
さ
ま
ざ
ま
な
図
像
で
あ
る
と
か
修
法
で
あ
る
と
か
、
そ
う

い
っ
た
も
の
を
集
め
た
も
の
の
中
に
出
て
く
る
説
明
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
い
ま
す
。
で
も
、
こ
の
『
陀
羅
尼
集
経
』
の
説

明
そ
の
も
の
を
見
ま
す
と
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
と
、
最
初
の
方
は
、「
左
右
の
手
、
二
大
指
を
以
て
各
々
無
名

指
の
頭
を
捻
じ
、
右
、
左
を
圧
し
て
心
に
当
て
る
」。
無
名
指
と
い
う
の
は
薬
指
の
こ
と
で
す
。
な
の
で
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
る
。

右
を
も
っ
て
左
を
押
し
て
胸
に
当
て
る
の
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
い
わ
ゆ
る
普
通
の
、
如
来
像
一
般
の
転
法
輪
印
で
す
。

あ
る
い
は
そ
の
下
で
す
と
、
こ
れ
も
同
じ
で
す
ね
。
あ
と
の
三
つ
の
指
を
開
か
せ
る
と
い
う
か
、
立
て
な
さ
い
と
い
う
こ
と
が
説
明

と
し
て
加
わ
っ
て
い
ま
す
。
右
を
も
っ
て
左
を
押
す
と
い
う
か
、
こ
う
い
う
形
に
な
り
ま
す
か
ら
（
左
右
非
対
称
の
転
法
輪
印
）、
こ

う
は
な
り
ま
せ
ん
（
左
右
対
称
の
転
法
輪
印
）。
普
通
で
す
と
こ
う
な
り
ま
す
。
平
ら
に
し
て
こ
う
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

普
通
で
し
た
ら
こ
う
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
普
通
に
考
え
れ
ば
、
如
来
像
一
般
の
転
法
輪
印
を
示
す
も
の
で
、
決
し
て
左
右

対
称
の
転
法
輪
印
の
説
明
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
私
は
そ
う
考
え
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
左
右
対
称
の
転
法
輪
印
の
根
拠
は
何
に
な
る
の
か
と
い
う
と
、
資
料
の
12
ペ
ー
ジ
の
上
の
方
に
、
小
さ
く
白
黒
で
図
像

を
挙
げ
て
ご
ざ
い
ま
す
。
安
祥
寺
恵
運
と
い
う
人
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
、「
唐
本
九
品
曼
荼
羅
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
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は
九
体
の
阿
弥
陀
如
来
の
像
を
描
い
た
も
の
な
の
で
す
が
、
そ
の
中
央
の
像
が
左
右
対
称
の
転
法
輪
印
の
像
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
た

だ
、
こ
こ
に
出
て
く
る
の
は
、
そ
の
ほ
か
の
8
体
は
何
か
よ
く
分
か
ら
な
い
像
に
な
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
像
の
阿
弥
陀
さ
ん
の
仏
像

と
い
う
の
は
、
私
も
見
た
こ
と
が
な
い
の
で
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
中
央
に
は
左
右
対
称
の
転
法
輪
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
が
描

か
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
、
こ
の
左
右
対
称
の
転
法
輪
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
の
古
い
も
の
と
し
て
、
法
隆
寺
に
あ
る
阿
弥
陀
如
来
像
が
、
や
は
り
古

い
左
右
対
称
の
転
法
輪
印
像
と
し
て
造
立
さ
れ
て
い
る
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
造
立
時
期
が
、
こ
の
恵
運
の
帰
朝
、
日

本
に
帰
っ
て
き
た
時
期
の
前
後
が
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
美
術
史
の
方
で
は
恵
運
帰
朝
以
前
に
こ
の
像
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
恵
運
さ
ん
が
持
っ
て
帰
っ
た
図
像
が
基
に
な
っ
た
と
い
う
説
は
、
少
し
微
妙
な
問
題
が
生
じ
て
く
る

わ
け
で
す
が
、
恵
運
さ
ん
が
持
っ
て
帰
っ
て
く
る
前
後
に
は
、
そ
の
ほ
か
に
も
入
唐
八
家
と
言
わ
れ
る
人
、
円
行
で
す
と
か
、
ま
あ
、

宗
叡
や
円
珍
は
あ
と
で
す
が
、
円
仁
さ
ん
も
帰
っ
て
い
て
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
が
持
っ
て
帰
っ
て
き

た
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

あ
る
い
は
、
こ
の
法
隆
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
の
造
立
自
体
が
、
実
は
恵
運
の
帰
朝
以
降
で
あ
る
、
私
は
、
そ
の
方
が
可
能
性
は
高
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
恵
運
の
招
来
し
た
図
像
に
よ
っ
て
、
こ
の
左
右
対
称
の
阿
弥
陀
如
来
像
が
つ
く
ら
れ

始
め
た
の
は
な
い
か
。
そ
の
と
き
に
、
普
通
の
左
右
対
称
の
阿
弥
陀
如
来
、
恵
運
の
図
像
も
そ
う
で
す
が
、
や
は
り
阿
弥
陀
如
来
の
定

印
の
、
親
指
と
人
さ
し
指
の
先
を
付
け
た
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
、
こ
う
い
う
左
右
対
称
の
阿
弥
陀
如
来
の
転

法
輪
印
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
な
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

実
は
こ
の
こ
と
は
資
料
的
に
ど
う
も
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
が
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
断
定
的
な
こ
と
が
言
え
な
い
の
で

す
が
、
そ
う
い
う
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
も
、
時
代
が
下
が
っ
て
、
こ
の
禅
林
寺
の
山
越
阿
弥
陀
如
来
は
、
さ
ら
に
左
肩
の
上
が
少
し
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切
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
梵
字
の
阿
字
を
描
い
た
月
輪
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
は
密
教
像
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

一
つ
、
こ
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
転
法
輪
印
の
人
さ
し
指
と
親
指
を
く
っ
つ
け
た
真
ん
中
の
と
こ
ろ
の
糸
が
ほ
つ
れ
て
い
て
、
そ
こ

に
五
色
の
糸
が
結
び
付
け
ら
れ
た
跡
が
あ
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
臨
終
行
儀
。
亡
く
な
る
と
き
に
極
楽
往
生

を
願
っ
て
、
阿
弥
陀
如
来
と
結
縁
を
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
仏
像
の
手
か
ら
五
色
の
糸
、
あ
る
い
は
五
色
の
幡
を
つ
な
い
で
、
そ
れ
を

亡
く
な
る
人
が
手
に
持
っ
て
、
往
生
を
願
っ
て
亡
く
な
る
。
そ
う
い
う
臨
終
の
行
儀
と
い
う
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
の
臨
終
行
儀
は
、
実
は
律
の
中
に
書
か
れ
て
い
て
、
お
釈

様
の
説
か
れ
た
と
こ
ろ
だ
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
日
本

で
は
、
そ
の
律
の

釈
書
で
あ
る
（
唐
の
南
山
律
師
道
宣
の
著
し
た
）『
四
分
律
行
事
鈔
』
と
い
う
も
の
が
典
拠
と
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
の
前
に
、
律
そ
の
も
の
の
中
に
、
そ
も
そ
も
の
仏
の
像
を
亡
く
な
る
人
の
西
に
置
い
て
、
そ
の
前
で
病
者
、
病
人
が
、
そ
の
臨

終
の
行
儀
を
行
う
と
い
う
律
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
臨
終
行
儀
の
た
め
の
本
尊
と
し
て
の
、
禅
林
寺
の
山
越
阿
弥

陀
如
来
像
が
つ
く
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、
普
通
の
来
迎
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
斜
め
向
き
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
早
来
迎
の
像
で
す
と
か
、
そ
う
い
っ

た
専
修
念
仏
系
の
来
迎
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
斜
め
方
向
か
ら
往
生
者
の
と
こ
ろ
に
向
か
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
外
側
か
ら
眺
め
る
。
そ

う
い
う
像
が
多
い
の
で
す
。
正
面
向
き
に
仏
様
を
描
く
と
い
う
の
は
、
や
は
り
観
想
の
た
め
の
本
尊
、
そ
う
い
う
性
格
が
あ
る
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
や
は
り
こ
の
山
越
阿
弥
陀
如
来
像
は
密
教
の
像
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う

こ
と
で
す
。

も
ち
ろ
ん
禅
林
寺
と
い
う
お
寺
自
体
が
、（
本
本
は
密
教
寺
院
で
し
た
。）
禅
林
寺
さ
ん
は
今
、
浄
土
宗
禅
林
寺
派
の
本
山
に
な
っ
て

お
り
ま
す
。
そ
の
由
緒
に
関
し
て
は
、
禅
林
寺
の
静
遍
が
、
法
然
さ
ん
、
源
空
上
人
に
帰
依
を
し
て
、
そ
の
弟
子
の
証
空
さ
ん
に
譲
っ
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て
、
そ
れ
か
ら
、
浄
土
宗
の
お
寺
に
な
っ
た
の
だ
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
実
は
禅
林
寺
は
鎌
倉
時
代
に
下
が
っ
て
、

鎌
倉
時
代
末
に
な
っ
て
も
、
真
言
宗
の
お
坊
さ
ん
が
そ
こ
で
実
際
に
聖
教
の
書
写
、
写
本
の
書
写
活
動
な
ど
も
し
て
お
り
ま
す
し
、
真

言
宗
の
お
寺
と
し
て
の
実
績
と
い
う
も
の
が
確
認
で
き
ま
す
。
し
か
も
、
静
遍
さ
ん
が
座
主
、
住
職
に
な
っ
て
い
た
時
代
で
あ
っ
て
も
、

禅
林
寺
座
主
の
補
任
権
、
任
命
権
は
御
室
、
こ
の
当
時
で
す
と
、
北
院
御
室
（
守
覚
法
親
王
）
が
握
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
静
遍
さ

ん
が
勝
手
に
誰
か
に
譲
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
お
寺
で
し
た
。
そ
う
い
っ
た
意
味
か
ら
言
っ
て
も
、
禅
林
寺
は
ま
だ
ま
だ
鎌
倉
時

代
は
真
言
宗
の
お
寺
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
つ
く
ら
れ
た
山
越
阿
弥
陀
、
あ
る
い
は
見
返
り
の
阿
弥
陀
は
や
は
り
密
教
寺

院
の
中
で
つ
く
ら
れ
た
密
教
像
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
転
法
輪
印
と
共
に
も
う
一
つ
、
発
生
の
由
来
が
よ
く
分
か
ら
な
い
の
が
、
こ
の
来
迎
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
何
と
か
来
迎
印
ま
で
終
わ
り
に
し
て
、
密
教
と
阿
弥
陀
如
来
像
の
話
を
や
っ
と
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
か
と
思
い
ま

す
。こ

の
来
迎
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
は
迎
講
の
本
尊
と
さ
れ
ま
す
。
迎
講
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
如
来
が
往
生

者
の
と
こ
ろ
に
迎
え
に
や
っ
て
く
る
、
そ
の
さ
ま
を
ド
ラ
マ
形
式
で
見
る
、
舞
台
形
式
で
見
る
。
実
際
に
現
実
の
上
で
、
阿
弥
陀
如
来

と
二
十
五
菩
薩
、
多
く
の
場
合
は
、
阿
弥
陀
如
来
は
彫
刻
の
来
迎
印
像
を
人
が
担
ぐ
。
二
十
五
菩
薩
は
、
衣
装
を
着
け
た
人
が
菩
薩
の

仮
面
を
着
け
、
そ
し
て
、
極
楽
か
ら
現
世
、
現
世
か
ら
極
楽
へ
と
行
っ
て
帰
る
姿
を
行
道
し
て
舞
台
の
上
で
演
ず
る
。
そ
う
い
う
の
が

迎
講
で
す
。
そ
う
い
う
迎
講
の
と
き
の
本
尊
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
が
、
来
迎
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
も
ち
ろ
ん
阿
弥
陀
如
来
を
祀
る
お
堂
か
ら
、
多
く
の
場
合
は
、
舞
台
を
つ
く
っ
て
、
そ
の
上
を
現
世
（
穢
土
）
へ
行
っ
て
帰

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
演
ぜ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
行
道
す
る
さ
い
の
像
と
、
お
堂
（
阿
弥
陀
堂
）
の
中
に
祀
ら
れ
る
阿
弥
陀
如

来
像
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
な
の
で
、
そ
の
お
堂
の
中
に
祀
ら
れ
る
の
が
迎
講
の
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
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い
は
迎
講
は
光
講
と
も
呼
ば
れ
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
や
は
り
発
生
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
平
安
時
代
の
あ
る
程
度
時
代
が
下
っ
た
と
こ
ろ
、
初
期
か
ら
中
期
、
藤
原

時
代
の
初
め
か
、
そ
の
前
く
ら
い
の
と
こ
ろ
か
ら
つ
く
ら
れ
始
め
、
典
拠
が
分
か
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て
、
実
は

院
政
期
の
信
証
の
口
決
と
い
う
も
の
を
『
白
宝
口
抄
』
に
の
せ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
阿
弥
陀
如
来
の
定
印
を
引
き
放
っ
た
形

と
さ
れ
ま
す
。
要
す
る
に
阿
弥
陀
如
来
の
定
印
、
こ
の
形
の
定
印
を
左
右
に
引
き
放
っ
て
、
持
っ
て
く
る
。
右
手
施
無
畏
印
、
左
手
与

願
印
は
、
お
釈

様
に
お
い
て
は
説
法
印
で
す
。
阿
弥
陀
如
来
は
転
法
輪
印
、
あ
る
い
は
説
法
印
の
姿
に
つ
く
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
儀
軌
、
先
ほ
ど
の
『
陀
羅
尼
集
経
』
ほ
か
の
も
の
に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
阿
弥
陀
如
来
の
定
印
を
左
右

に
引
き
放
っ
て
、
説
法
印
に
し
た
の
が
来
迎
印
だ
と
い
う
考
え
方
。
そ
う
い
う
説
明
は
的
を
得
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
い
き
ま
す
と
、
や
は
り
来
迎
印
も
密
教
由
来
で
あ
る
。

一
般
の
転
法
輪
印
で
す
と
、
親
指
と
人
さ
し
指
と
い
う
よ
り
は
、
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
親
指
と
薬
指
を
く
っ
つ
け
る
方

が
一
般
的
で
す
の
で
、
親
指
と
人
さ
し
指
を
く
っ
つ
け
る
形
と
い
う
こ
と
自
体
が
密
教
由
来
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
像
で
有
名
な
の
が
、
南
山
城
、
浄
瑠
璃
寺
の
九
体
阿
弥
陀
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
九
体
阿
弥
陀
で
す
か
ら
、
九
品

往
生
の
阿
弥
陀
如
来
な
の
で
す
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
一
番
中
央
の
一
回
り
大
き
い
阿
弥
陀
如
来
が
来
迎
印
の
阿
弥
陀
で
ご
ざ
い
ま

す
。
ほ
か
の
８
体
は
定
印
の
阿
弥
陀
如
来
。
定
印
の
阿
弥
陀
如
来
８
体
が
、
来
迎
印
の
阿
弥
陀
の
横
に
４
体
ず
つ
並
ん
で
い
る
。
そ
う

い
う
の
が
浄
瑠
璃
寺
の
九
体
阿
弥
陀
で
す
。

実
は
九
体
阿
弥
陀
と
い
う
の
は
、
法
成
寺
と
い
う
今
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
お
寺
の
阿
弥
陀
堂
で
も
つ
く
ら
れ
た
と
言
い
ま
す
が
、

お
そ
ら
く
法
成
寺
も
同
じ
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
実
は
こ
の
浄
瑠
璃
寺
と
い
う
お
寺
、
興
福
寺
の
一
乗
院
と

い
う
お
寺
の
別
所
で
す
が
、
こ
の
当
時
、
一
乗
院
は
興
福
寺
の
中
で
法
相
宗
の
長
者
（
興
福
寺
別
当
）
に
な
る
院
家
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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そ
の
一
乗
院
の
院
主
は
、
こ
の
浄
瑠
璃
寺
で
真
言
密
教
の
修
行
を
し
た
。
あ
る
い
は
（
同
じ
南
山
城
に
在
る
）
内
山
永
久
寺
の
方
は
、

一
乗
院
と
並
ぶ
大
乗
院
の
別
所
で
し
た
。

一
乗
院
で
す
と
、
一
乗
院
は
大
覚
寺
を
兼
帯
し
て
い
る
。
真
言
宗
の
お
寺
で
あ
る
大
覚
寺
の
座
主
を
兼
ね
て
い
る
の
が
一
乗
院
で
、

大
乗
院
と
い
う
の
は
、
興
福
寺
の
中
で
一
乗
院
と
並
ん
で
興
福
寺
の
別
当
に
な
る
院
家
で
す
け
れ
ど
も
、
内
山
山
永
久
寺
と
い
う
別
所

で
は
、
真
言
僧
と
し
て
醍
醐
寺
金
剛
王
院
流
と
い
う
法
流
を
継
い
で
い
ま
す
。
そ
う
い
う
興
福
寺
の
お
坊
さ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
一
乗

院
に
し
て
も
大
乗
院
に
し
て
も
、
そ
の
一
方
で
真
言
密
教
の
修
行
者
で
も
あ
る
と
い
う
の
が
、
興
福
寺
の
実
際
の
と
こ
ろ
で
し
た
。
そ

う
い
っ
た
興
福
寺
の
別
所
で
つ
く
ら
れ
た
九
体
阿
弥
陀
。
や
は
り
そ
こ
に
は
周
り
の
８
体
の
定
印
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
い
う
こ
と
を
含

め
て
、
密
教
の
造
像
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

実
は
こ
の
８
体
の
定
印
の
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
の
は
、
空
海
さ
ん
の
阿
弥
陀
如
来
の
修
法
（
次
第
）
の
中
に
、
そ
の
自
身
観
と
い
う
、

自
分
自
身
を
観
想
す
る
と
い
う
観
想
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
八
葉
蓮
華
、
回
り
の
八
葉
に
８
体
の
阿
弥
陀
さ
ん
が
い
て
、
真
ん
中
に
観

自
在
菩
薩
が
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
を
観
想
す
る
。
そ
れ
は
、
真
ん
中
の
観
自
在
菩
薩
が
自
分
自
身
、
修
行
者
の
段
階
で
、
周
り
の
８

体
の
阿
弥
陀
如
来
が
、
悟
り
の
世
界
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
中
央
の
観
自
在
菩
薩
が
来
迎
印
に
変
わ
る
と
、
こ
の
九
体
の
阿
弥
陀
如

来
像
に
な
る
。
そ
う
い
っ
た
も
の
が
典
拠
で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
は
具
体
的
な
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
は
っ
き
り
と
し
た
こ
と
は
分

か
り
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
さ
ま
ざ
ま
考
え
ら
れ
る
九
体
阿
弥
陀
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

最
後
に
一
言
、
資
料
の
15
ペ
ー
ジ
の
上
の
方
に
挙
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
禅
林
寺
の
見
返
り
阿
弥
陀
で
す
。
光
背
の
上
部
に
載
せ

て
あ
る
。
写
真
を
拡
大
し
ま
し
た
。
宝
冠
を
か
ぶ
っ
た
定
印
の
像
が
、
こ
の
光
背
の
上
部
に
載
っ
て
い
ま
す
。
宝
冠
を
か
ぶ
る
と
い
う

こ
と
は
、
普
通
で
す
と
菩
薩
で
す
が
、
仏
の
、
如
来
の
化
仏
に
菩
薩
が
付
く
の
は
あ
り
得
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
は
仏
で
す
。
そ
う
す
る

と
、
宝
冠
を
か
ぶ
る
仏
と
い
う
と
、
宝
冠
仏
。
宝
冠
の
釈

、
宝
冠
の
阿
弥
陀
の
ほ
か
に
は
、
大
日
如
来
で
す
。
宝
冠
の
釈

が
阿
弥
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陀
如
来
の
化
仏
に
付
く
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、
宝
冠
の
阿
弥
陀
か
大
日
如
来
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
わ
ざ
わ
ざ
化

仏
と
し
て
付
け
る
の
で
あ
れ
ば
、
宝
冠
の
大
日
如
来
と
考
え
る
の
が
一
番
妥
当
で
は
な
い
か
。
こ
れ
だ
け
の
写
真
で
す
と
細
か
い
と
こ

ろ
が
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
何
と
も
言
え
ま
せ
ん
。

こ
う
い
う
よ
う
に
大
日
・
阿
弥
陀
一
体
の
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
も
の
を
本
尊
と
し
て
、
密
教
の
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
、
あ
る
い
は
さ

ら
に
言
え
ば
、
密
教
浄
土
教
の
立
場
で
言
え
ば
、
他
方
世
界
の
阿
弥
陀
如
来
の
極
楽
浄
土
、
西
方
の
極
楽
浄
土
も
、
実
は
大
日
如
来
の

密
厳
浄
土
の
一
部
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
密
厳
浄
土
は
十
方
諸
仏
の
一
切
の
浄
土
を
そ
の
内
に
含
ん
で
い
る
の
が
、
大
日
の
浄
土
と
い

う
こ
と
で
す
。
大
日
・
阿
弥
陀
一
体
の
阿
弥
陀
如
来
の
浄
土
が
、
そ
の
ま
ま
大
日
如
来
の
密
厳
浄
土
で
も
あ
る
。
そ
こ
へ
往
生
を
す
る
。

一
般
的
な
と
こ
ろ
で
言
え
ば
、
そ
う
い
う
西
方
の
極
楽
浄
土
へ
往
生
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
は
未
来
、
兜
率
天
か
ら
弥
勒
菩
薩
が
下
生
し

て
く
る
、
そ
の
竜
華
三
会
に
会
う
と
い
う
よ
う
な
信
仰
も
含
め
て
、
そ
う
い
う
密
教
の
信
仰
と
つ
な
が
り
な
が
ら
の
、
阿
弥
陀
如
来
像

の
問
題
に
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

本
来
か
ら
す
れ
ば
、
密
教
と
浄
土
教
の
造
像
と
い
う
こ
と
で
は
、
阿
弥
陀
如
来
像
だ
け
で
は
な
く
て
、
弥
勒
菩
薩
あ
る
い
は
兜
率
天

の
問
題
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
兜
率
曼
荼
羅
の
中
に
は
、
弥
勒
菩
薩
の
来
迎
図
な
ど
と
い
う
も
の
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
中
に
は
、

弘
法
大
師
空
海
が
そ
の
来
迎
図
に
一
緒
に
描
か
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
問
題
も
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
密
教
の
浄
土
教
の
問
題
、
ほ
か
の

問
題
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
今
日
は
資
料
を
用
意
は
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
お
話
し
で
き
な
か
っ
た
、
密
教
独
特
の
宝
冠
の
阿
弥
陀
如
来
像
の
問
題
、
あ

と
に
載
せ
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
も
の
も
あ
と
で
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
今
日
の
密
教
浄
土
教
と
阿
弥
陀
如
来
像
の
お
話
、
こ
の
あ
た
り
で
い
っ
た
ん
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
こ
う

と
思
い
ま
す
。
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