
恵
心
院
の
僧
都
源
信
の
主
著
『
往
生
要
集
』
が
後
世
の
日
本
浄

土
教
並
び
に
日
本
文
化
全
般
に
及
ぼ
し
た
影
響
が
極
め
て
顕
著
な

も
の
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
浄
土
門
独
立
の
大
業

を
完
成
し
、
浄
土
宗
の
開
祖
と
な
っ
た
法
然
は
「
此
故
に
予
、
性

①

生
要
集
を
先
達
と
し
て
浄
土
門
に
入
也
」
と
述
懐
し
、
又
『
往
生

要
集
』
の
所
説
を
解
明
せ
ん
と
し
た
そ
の
努
力
は
、
所
謂
法
然
の

往
生
要
集
四
部
作
Ｉ
「
釈
」
・
「
略
料
簡
」
・
「
料
簡
」
・
「
詮
要
」

ｌ
と
な
っ
て
残
り
、
親
鴬
は
源
信
を
浄
土
門
七
高
僧
の
第
六
番

目
に
配
置
し
、
そ
の
主
著
「
教
行
信
証
』
の
中
に
お
い
て
、
『
性

②

生
要
集
』
の
文
八
例
を
引
証
と
し
た
の
み
な
ら
ず
、
「
正
信
偶
』

『
高
僧
和
讃
』
等
の
中
で
源
信
の
徳
を
讃
え
て
い
る
。

源
信
の
教
・
観
の
性
格
に
つ
い
て

ｌ
「
観
心
略
要
集
』
を
中
心
と
し
て
Ｉ

｜
「
往
生
要
集
』
と
の
対
比

し
か
し
な
が
ら
、
法
然
の
場
合
、
そ
の
浄
土
宗
独
立
の
大
業
の

③

根
抵
は
「
偏
依
善
導
一
師
」
と
自
ら
も
称
し
た
如
く
＄
主
と
し
て

善
導
流
の
浄
土
思
想
に
あ
り
↑
源
信
の
影
響
と
し
て
は
、
そ
の
安

心
確
立
の
き
っ
か
け
を
為
し
た
に
過
ぎ
ぬ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
法
然
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
選
択
」

の
根
本
的
立
場
か
ら
、
む
し
ろ
観
心
の
念
佛
の
超
克
が
そ
の
基
本

路
線
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
そ
の
入
滅
間
近
か
に
門
弟
の
勢
観
房
源
智
に
示
し
た

④

と
伝
え
ら
れ
る
所
謂
「
一
枚
起
請
文
」
の
言
葉
な
ど
は
、
明
ら
か

に
こ
の
証
左
と
見
ら
れ
よ
う
。
法
然
の
場
合
、
源
信
が
そ
の
思
想

の
中
に
於
て
占
め
る
性
格
は
む
し
ろ
否
定
契
機
と
し
て
の
意
味
合

い
が
大
と
見
倣
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
因
み
に
法
然
の
所
謂
「
浄

。
⑤

土
五
祖
」
の
中
に
は
源
信
は
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
も
注
意
せ
ら

坂
東

性

純
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れ
る
。同

じ
く
法
然
を
継
承
す
る
親
鴬
の
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
思

想
の
う
ち
で
、
源
信
か
ら
の
思
想
的
影
響
の
占
め
る
比
重
は
、
決

し
て
過
少
評
価
す
べ
き
で
な
い
に
せ
よ
、
七
高
僧
中
の
他
の
諸
師

に
比
し
て
、
さ
し
て
重
く
は
な
い
と
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
以
上
の
代
表
的
二
師
に
影
響
を
与
え
た
源
信
の
思
想

は
ゞ
主
と
し
て
「
往
生
要
集
』
を
通
し
て
で
あ
っ
た
。
法
然
の
場

合
は
、
天
台
止
観
の
法
門
の
影
響
を
陰
に
陽
に
蒙
っ
て
い
た
同
時

⑥

代
人
と
の
接
触
、
対
決
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
『
選
択
集
」
の

中
に
体
系
づ
け
た
教
理
を
観
心
念
佛
と
妥
協
せ
し
め
る
よ
う
な
こ

と
は
な
く
、
選
択
本
願
に
基
づ
く
称
名
念
佛
こ
そ
は
真
の
止
観
で

あ
る
と
い
う
当
初
か
ら
の
姿
勢
に
は
些
か
も
改
変
は
な
か
つ
た
こ

⑦

と
が
知
ら
れ
る
。
又
、
親
鴬
へ
の
影
響
も
、
大
概
「
往
生
要
集
』

を
通
し
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
た
疑
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
親
撤
の
場
合
、
「
教
行
信
証
」
の
行
巻
末
尾
に
「
正
信
偶
」

を
掲
げ
、
そ
の
六
十
行
″
一
百
二
十
句
の
う
ち
四
行
八
句
を
も
っ

て
源
信
を
讃
嘆
し
て
い
る
が
、
そ
の
前
半
で
源
信
の
教
説
の
特
質

た
る
、
い
わ
ゆ
る
專
雑
の
得
失
、
報
化
二
土
の
弁
立
を
挙
げ
、
後

半
は
、
源
信
の
信
仰
告
白
の
文
を
も
っ
て
代
表
せ
し
め
て
い
る
。

こ
の
文
は
、
明
ら
か
に
、
化
巻
の
御
自
釈
中
の
勧
誠
の
段
に
お
い

て

爾
れ
ぱ
夫
れ
拐
厳
の
和
尚
の
解
義
を
按
ず
る
に
、
念
佛
証
拠
門

の
中
に
、
第
十
八
の
願
は
「
別
願
中
之
別
願
」
な
り
と
顕
開
し
、

観
経
の
定
散
の
諸
機
は
「
極
重
悪
人
唯
称
弥
陀
」
と
勧
励
し
た

ま
へ
り
。
濁
世
の
道
俗
、
善
く
自
ら
己
が
能
を
思
量
せ
よ
。
知

つ
（
》
寺
へ
‐
‐
）
Ｏ

と
述
べ
た
言
葉
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
『
往
生
要
集
』
で

は
、
第
四
正
修
念
佛
、
第
四
観
察
門
下
の

又
彼
の
一
女
の
光
明
は
、
遍
く
十
方
の
世
界
を
照
し
、
念
佛
の

衆
生
を
供
め
取
っ
て
捨
て
ず
。
我
も
亦
、
彼
の
摂
取
の
中
に
在

り
。
煩
悩
に
眼
を
陣
へ
ら
れ
て
見
る
こ
と
能
は
ず
と
雌
も
、
大

悲
は
倦
む
こ
と
無
く
常
に
我
が
身
を
照
し
た
ま
ふ
。

の
取
意
た
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
意
の
文
は
「
観

心
略
要
集
」
第
三
歎
二
極
楽
依
正
功
徳
一
の
下
に
も
見
ら
れ
、
そ
こ

で
は

と
こ
し
な
え
に

即
ち
知
ぬ
。
我
等
も
彼
の
光
の
中
に
在
て
、
鋲
照
耀
を
被
れ

ど
も
、
煩
悩
に
眼
を
障
ら
れ
て
之
を
見
る
こ
と
を
得
ず
。
見
る

こ
と
を
得
ず
と
雌
も
、
大
悲
倦
む
こ
と
無
く
、
常
に
我
が
身
を

照
し
た
ま
ふ
。

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
共
に
、
明
ら
か
に
『
観
無
量
寿
経
」

下
下
品
に
説
く
愚
人
に
自
ら
を
想
到
し
た
源
信
の
自
覚
が
綴
ら
し

め
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
と
も
角
↑
こ
こ
で
決
し
て
単
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純
な
ら
ざ
る
源
信
の
思
想
を
か
く
も
簡
潔
に
四
行
八
句
を
も
っ
て

道
破
し
た
親
鶯
の
洞
察
は
、
実
に
注
目
に
値
す
る
も
の
と
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
後
半
に
お
い
て
占
め
る
言
葉
に
表
わ
さ
れ
た

自
覚
が
正
に
源
信
の
思
想
の
終
始
変
ら
ざ
る
背
骨
を
為
し
て
い
た

こ
と
は
、
『
往
生
要
集
』
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
「
観
心
略
要

集
』
そ
の
他
に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、

源
信
の
一
生
涯
を
通
じ
て
堅
持
さ
れ
た
誠
実
な
機
の
自
覚
を
表
わ

す
指
標
と
し
て
の
意
義
を
宿
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
観
心
略
要
集
』
は
普
通
「
往
生
要
集
』
が
著
わ

さ
れ
て
後
、
三
十
二
年
を
経
過
し
て
成
立
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る

が
、
著
作
に
表
わ
さ
れ
た
年
時
に
関
す
る
限
り
は
、
「
往
生
要
集
』

は
永
観
二
年
（
九
八
四
年
、
四
十
三
歳
）
十
一
月
か
ら
翌
永
観
三
年

（
す
な
わ
ち
、
寛
和
元
年
、
九
八
五
年
、
四
十
四
歳
）
四
月
ま
で
約
半

年
を
か
け
て
選
集
し
た
と
い
わ
れ
、
「
観
心
略
要
集
』
は
後
一
条

天
皇
の
寛
仁
元
年
五
月
、
す
な
わ
ち
僧
都
示
寂
が
同
年
六
月
十
日

で
あ
る
故
、
そ
の
前
月
に
序
文
が
書
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
内
容

は
勿
論
そ
れ
以
前
に
遡
る
と
は
い
え
、
こ
れ
は
歴
史
学
的
に
未
確

認
で
あ
る
が
一
○
一
七
年
、
源
信
が
七
十
六
歳
の
時
の
著
作
と
一

応
見
倣
さ
れ
よ
う
。
量
的
に
見
る
と
、
『
略
要
集
』
は
『
要
集
』

の
ほ
ぼ
四
分
の
一
の
簡
潔
さ
を
保
ち
、
長
部
の
『
要
集
』
が
未
だ

に
観
心
念
佛
の
名
残
り
を
濃
厚
に
留
め
つ
つ
も
、
後
世
浄
土
教
の

基
を
為
す
に
適
わ
し
い
内
容
を
盛
っ
て
い
る
に
対
し
、
『
略
要
集
』

は
源
信
の
観
心
を
基
本
と
す
る
念
佛
思
想
が
比
較
的
簡
潔
に
籠
め

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
方
に
お
い
て
『
要
集
」
所
引
の
師
釈
二

十
七
部
百
十
二
文
の
中
、
天
台
系
の
智
者
・
荊
溪
よ
り
の
引
文
が
極

く
僅
か
で
あ
る
の
に
反
し
浄
土
系
の
懐
感
・
道
紳
・
善
導
・
迦
才
等

の
引
文
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
お
り
、
他
方
『
略
要
集
』
所
引

の
師
釈
十
八
部
七
十
六
文
の
中
、
浄
土
系
の
引
文
が
極
め
て
少
く
、

わ
け
て
も
善
導
を
一
度
も
引
か
ず
、
天
台
系
の
南
岳
・
天
台
・
荊
溪

等
の
引
文
が
大
部
分
で
あ
る
事
実
を
思
い
合
わ
せ
て
も
明
ら
か
で

あ
る
。
両
者
は
何
れ
も
そ
の
引
文
に
よ
る
文
証
を
重
視
す
る
性
格

か
ら
見
て
、
文
類
形
式
の
聖
典
の
伝
統
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
り
、

念
佛
・
観
心
の
力
点
の
相
違
は
顕
著
で
は
あ
る
が
、
そ
の
著
わ
さ

れ
た
意
図
の
上
に
も
際
立
っ
た
対
照
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

即
ち
、
『
要
集
』
の
序
文
に
よ
れ
ば

是
の
故
に
念
佛
の
一
門
に
依
っ
て
、
川
か
経
論
の
要
文
を
集
む
。

之
を
披
い
て
之
を
修
す
れ
ば
、
覚
り
易
く
、
行
ひ
易
か
ら
ん
。

（
中
略
）
之
を
座
右
に
置
い
て
廃
忘
に
術
へ
ん
美
。

と
あ
り
、
ま
た
、
同
じ
く
「
要
集
』
第
十
問
答
料
簡
に
は
、

問
ふ
。
行
人
自
ら
応
に
、
彼
の
諸
文
を
学
ぶ
べ
し
。
何
が
故
に

今
労
は
し
く
、
此
の
文
を
著
せ
る
耶
。

答
ふ
。
豈
、
前
に
言
は
ざ
り
し
や
。
予
が
如
き
の
者
は
、
広
き
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文
を
披
く
こ
と
難
き
が
故
に
、
柳
か
其
の
要
を
抄
す
と
。

と
あ
り
、
ま
た
、
一
問
答
を
置
い
て
後
、

問
ふ
。
引
く
と
こ
ろ
の
正
文
は
、
誠
に
信
を
生
ず
令
へ
し
。
但
、

腹
ご
私
の
詞
を
加
へ
た
る
は
、
諾
ぞ
人
の
謡
を
招
か
ざ
ら
ん
耶
。

答
ふ
。
正
文
に
非
ず
と
雌
も
、
而
も
理
を
失
は
ず
。
若
し
猶
謬

ま
れ
る
有
ら
ば
、
筍
し
く
も
こ
れ
を
執
せ
ざ
れ
。
見
ん
者
は
取

捨
し
て
、
正
理
に
順
ぜ
し
め
よ
。
若
し
偏
へ
に
誇
り
を
生
ぜ
ば
、

亦
敢
て
辞
せ
ず
。

と
述
、
へ
、
更
に
ま
た
、

問
ふ
。
因
論
生
論
、
多
日
筆
を
染
め
て
‐
身
心
を
勅
労
す
。
其

の
功
無
き
に
非
じ
。
何
事
を
か
期
す
る
耶
。

答
ふ
。
此
の
諸
の
功
徳
に
依
り
、
願
は
く
ぱ
命
終
の
時
に
於
て
、

弥
陀
佛
の
無
辺
の
功
徳
の
身
を
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
を
得
ん
。

我
及
び
余
の
信
者
と
、
既
に
彼
の
佛
を
見
た
て
ま
つ
り
已
ら
ば
、

願
は
く
は
離
垢
の
眼
を
得
て
、
無
上
菩
提
を
証
せ
ん
。

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
源
信
の
「
要
集
』
撰
述
の

基
本
的
姿
勢
を
覗
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
略
要
集
」

に
対
比
し
て
見
た
場
合
、
『
要
集
』
は
源
信
に
と
っ
て
は
、
対

他
・
教
誠
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
よ
り
は
↑
寧
ろ
対
自
・
備

忘
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
殊
に
、
序

文
の
「
之
を
座
右
に
置
い
て
廃
忘
に
備
へ
ん
美
」
と
い
う
言
葉
に

明
確
に
現
わ
れ
て
は
い
る
が
、
更
に
こ
こ
に
選
び
掲
げ
た
三
番
の

問
答
の
第
一
の
問
に
対
す
る
答
は
一
層
こ
の
事
を
裏
付
け
て
お
り
、

「
予
が
如
き
の
者
は
」
の
文
に
表
れ
た
自
覚
は
、
晩
年
に
こ
れ
を

述
畢
へ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
う
る
が
、
何
よ
り
も
、
他
の
根

機
の
す
ぐ
れ
た
い
か
な
る
人
達
に
も
ま
し
て
救
わ
れ
る
必
要
の
あ

る
自
己
に
対
し
て
で
あ
る
、
と
い
う
問
題
意
識
の
厳
存
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
第
二
の
問
に
対
す
る
答
の
中
の
「
見
ん
者
は
」
と
い

う
言
葉
に
は
、
こ
れ
は
あ
く
迄
自
己
の
備
忘
の
為
に
記
し
た
も
の

で
は
あ
る
が
、
適
謨
縁
あ
っ
て
こ
れ
を
披
見
す
る
者
が
あ
れ
ば
、

と
い
う
響
き
を
宿
し
て
お
り
、
著
作
を
残
す
以
上
は
、
全
く
対
他

的
な
訴
え
か
け
の
意
図
を
欠
い
て
い
る
わ
け
で
は
勿
論
な
い
。
ま

た
、
第
三
の
問
答
に
お
け
る
答
に
は
、
我
人
共
に
と
い
う
自
利
利

他
の
願
楽
が
披
脈
さ
れ
て
い
る
が
、
「
我
及
び
余
の
信
者
」
と
表
し

た
と
こ
ろ
、
通
常
よ
く
見
ら
れ
る
「
普
く
諸
望
の
衆
生
と
共
に
」

と
い
う
主
格
抜
き
の
願
文
の
響
き
と
は
大
い
に
異
な
っ
た
自
己
の

信
境
の
強
調
が
感
じ
ら
れ
る
。

一
方
「
略
要
集
」
に
お
い
て
は
、
第
十
問
答
料
簡
の
段
に
お
い

て
、
本
書
撰
述
の
由
来
を
自
問
自
答
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、

一
つ
に
は
自
心
を
練
ん
が
為
な
り

と

二
つ
に
は
他
人
を
誘
は
ん
が
為
な
り
弱



の
二
項
を
挙
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
略
要
集
」
は
総
体
的
に
見

て
、
第
二
の
対
他
的
意
図
が
、
第
一
の
対
自
的
意
図
よ
り
も
優
位

を
占
め
て
い
る
か
に
見
う
け
ら
れ
る
箇
処
が
か
な
り
散
見
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
「
略
要
集
」
の
序
文
中
に
は

然
る
に
志
弘
閨
に
深
く
、
思
兼
済
に
切
な
り

の
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
は
『
要
集
』
の
序
文
が
対
自
・

備
忘
を
強
調
す
る
言
葉
の
み
で
あ
る
の
と
頗
る
対
暁
的
で
あ
り
、

第
十
問
答
料
簡
段
の

ま
こ
と

実
に
瘤
聾
の
身
な
り
と
雌
も
、
何
ぞ
亦
迷
者
を
導
か
ざ
ら
ん
や
。

と
極
め
て
強
い
語
調
で
撰
述
の
覚
悟
を
記
し
、
そ
の
前
に
、
『
薬

王
品
疏
』
の
一
文

我
れ
爾
に
明
を
伝
ふ
。
爾
後
明
を
伝
え
よ
。
明
明
已
む
こ
と
無

き
は
師
之
志
な
り
。

を
引
い
て
師
資
相
承
の
為
の
働
き
か
け
の
必
須
な
る
こ
と
を
述
、
へ
、

故
に
短
才
浅
智
を
陣
ら
不
る
こ
と
は
、
断
種
の
身
と
成
ら
不
ら

ん
が
為
な
り
。

と
結
び
～
自
己
の
教
化
的
姿
勢
の
必
然
を
明
記
し
て
い
る
。
こ
こ

に
機
の
自
覚
に
基
く
強
い
欣
求
浄
土
思
想
を
盛
っ
た
『
要
集
』
と
、

一
心
三
諦
の
観
心
の
大
要
を
略
述
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
『
略

要
集
」
の
構
え
の
相
異
が
見
ら
れ
、
浄
土
念
佛
の
相
承
が
専
ら

『
要
集
」
を
通
し
て
為
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
消
息
の
一
面
が

反
顕
さ
れ
る
。

①
「
修
学
に
つ
い
て
の
御
物
語
」
其
四
、
法
然
上
人
全
集
四
八
六
頁

②
行
巻
五
、
信
巻
本
二
、
化
巻
本
一

③
『
選
択
本
願
念
佛
集
』

④
「
も
ろ
こ
し
わ
が
朝
に
も
ろ
も
ろ
の
智
者
達
の
沙
汰
し
申
さ
る
る

観
念
の
念
に
も
あ
ら
ず
、
ま
た
学
文
を
し
て
念
の
こ
こ
ろ
を
悟
り
て

申
す
念
佛
に
も
あ
ら
ず
。
云
盈
」

⑤
曇
鶯
、
道
紳
、
善
導
、
懐
感
、
小
康
（
法
然
『
類
聚
浄
土
五
祖

伝
」
及
び
『
浄
土
五
柑
伝
」
参
照
）

⑥
所
謂
大
原
談
義
の
外
に
、
例
え
ば
、
明
禅
法
印
と
の
書
状
の
往
返

（
『
法
然
上
人
行
状
絵
図
』
）
等

⑦
八
木
昊
恵
氏
は
「
恵
心
教
学
の
基
礎
的
研
究
」
（
六
四
四
頁
）
に

於
て
、
親
鴬
が
「
往
生
要
集
』
の
み
に
よ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
文

証
と
し
て
、
『
高
僧
和
讃
」
中
の
源
空
讃
二
十
首
の
第
一
「
本
師
源

空
世
一
一
出
デ
テ
、
弘
願
ノ
ー
乗
弘
メ
ッ
ッ
、
日
本
一
州
コ
ト
、
コ
ト

ク
、
浄
土
ノ
機
縁
ア
ラ
ハ
レ
ヌ
」
中
の
「
一
乗
」
「
日
本
一
州
」
「
機
」

に
注
目
し
、
こ
れ
が
「
一
乗
要
決
』
大
文
第
五
の
第
二
義
鏡
要
略
第

０
０
０
０
０

０
０

二
文
下
の
「
然
日
本
一
州
円
機
純
一
・
朝
野
遠
近
、
同
帰
二
乗
至

継
素
貴
賤
悉
期
二
成
佛
ご
を
挙
げ
る
。

二
『
略
要
集
』
に
お
け
る
観
心

『
略
要
集
』
撰
述
の
意
図
の
核
心
は
、
そ
の
序
文
に
も
明
記
さ

れ
て
い
る
如
く
、
あ
く
迄
も
天
台
宗
の
正
統
的
実
践
行
た
る
観
心

を
勧
め
る
｝
」
と
に
あ
る
。
源
信
は
天
台
宗
の
実
践
の
規
範
が
こ
れ

に
あ
る
事
を
踏
ま
え
、
こ
れ
を
「
諸
佛
の
秘
要
、
衆
教
の
肝
心
」
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と
呼
び
、
『
心
地
観
経
」
の
「
能
く
心
を
観
ず
る
者
は
究
党
し
て

解
脱
す
。
観
ず
る
能
わ
ざ
る
者
は
究
寛
し
て
沈
淌
す
」
と
の
文
を

引
き
、
生
死
の
沈
と
不
沈
と
は
、
心
性
の
観
と
不
観
と
の
差
が
分

れ
目
で
あ
る
こ
と
に
先
づ
注
意
を
促
し
て
い
る
。
し
か
し
澆
季
・

末
法
の
世
に
あ
っ
て
は
、
利
根
の
人
は
少
な
く
、
其
の
法
門
を
尋

ね
る
人
は
あ
っ
て
も
瀧
奥
を
究
め
難
く
、
そ
の
源
を
つ
き
と
め
る

者
は
稀
で
あ
る
旨
を
記
し
、
愚
鈍
の
身
は
尚
更
の
こ
と
で
あ
る
と

歎
じ
、
自
利
利
他
救
済
の
思
い
の
咽
な
る
ま
ま
、
天
台
大
師
の
観

心
を
ひ
そ
か
に
慕
い
、
本
書
を
著
わ
す
に
至
っ
た
旨
を
述
￥
へ
て
い

○

る
。
従
っ
て
こ
こ
に
『
観
心
略
要
集
』
は
天
台
大
師
の
観
心
の

「
略
要
」
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
天
台
大
師
を
思
慕

す
る
と
は
い
え
、
そ
の
観
心
の
実
際
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
む

し
ろ
第
六
祖
荊
溪
湛
然
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
は
、

前
掲
の
引
文
頻
度
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
元
よ
り
、
そ
の
内
容
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
観
心
は
天
台
止
観
の
中
核
で
あ

り
、
そ
の
実
践
の
基
本
で
あ
る
が
、
『
法
華
経
」
固
有
の
円
頓
止

観
と
し
て
こ
れ
を
体
系
づ
け
た
の
は
天
台
大
師
・
智
頻
の
『
摩
訶

止
観
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
止
観
』
の
中
で

組
織
立
て
ら
れ
た
所
謂
「
十
乗
観
法
」
の
各
項
の
相
互
関
係
を
明

確
に
規
定
し
た
の
は
、
第
六
祖
湛
然
で
あ
っ
た
。
即
ち
湛
然
は
ゞ

上
根
の
行
人
は
十
乗
観
法
の
餉
一
・
観
不
思
議
境
の
一
法
の
み
で

止
観
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
、
中
根
は
更
に
起
慈
悲
心
・

巧
安
止
観
・
破
法
侃
・
識
通
塞
・
修
道
品
・
対
治
助
開
ま
で
の
七

種
の
観
法
を
必
要
と
し
、
下
根
行
者
の
み
が
更
に
知
次
位
。
能
安

忍
・
無
法
愛
と
い
う
十
乗
観
法
の
全
体
を
修
行
し
て
は
じ
め
て
止

①

観
の
目
的
を
達
す
る
と
し
た
。
「
略
要
集
」
は
こ
の
流
れ
を
拒
む

も
の
で
あ
る
。

『
略
要
集
」
は
「
要
集
』
と
並
ん
で
全
篇
を
十
章
に
分
っ
て
い

る
が
、
就
中
、
観
心
そ
の
も
の
を
中
心
主
題
と
し
て
い
る
の
は
、

第
二
章
及
び
第
七
章
で
あ
る
。
『
略
要
集
』
は
第
七
章
・
出
離
生

死
の
観
を
明
す
と
こ
ろ
に
そ
の
中
心
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
等

し
く
観
心
を
主
題
と
し
つ
つ
も
第
二
章
と
第
七
章
と
で
は
そ
の
趣

き
を
異
に
し
、
従
来
次
の
よ
う
な
相
異
点
が
指
抽
さ
れ
て
い
る
。

Ｏ

即
ち
、
Ｈ
第
二
章
は
往
生
の
華
報
を
所
期
と
す
る
が
、
第
七
章
は

Ｏ

所
期
を
成
俳
の
果
報
に
と
る
。
㈲
第
二
章
は
阿
弥
陀
の
三
諦
を
観

心
も
０
０
○

ず
る
と
す
る
故
、
観
の
対
象
は
所
照
の
阿
弥
陀
で
あ
る
に
反
し
、、

、

第
七
章
は
元
初
の
一
念
を
観
ず
る
と
す
る
故
、
観
の
対
象
は
所
破

○
Ｏ

の
無
明
に
あ
る
。
白
随
っ
て
観
の
対
象
は
、
第
二
章
に
お
い
て
は

○
○

○
○

妙
境
と
さ
れ
る
に
反
し
、
第
七
章
に
お
い
て
は
妄
境
と
さ
れ
る
。

、
、

○
０
０

画
第
二
章
に
お
い
て
は
妙
境
を
念
佛
に
寄
せ
て
明
し
て
い
る
が
、

、
、
Ｏ
○
Ｏ

第
七
章
に
お
い
て
は
、
妄
境
を
直
ち
に
明
し
て
い
る
。
国
従
っ
て

十
章
の
全
体
か
ら
い
え
ば
、
第
二
章
は
修
行
方
便
門
と
し
て
の

つ 月

･／



、
、

、
、

往
生
の
業
因
を
示
し
て
い
る
が
、
第
七
章
は
正
し
く
出
離
の
業
因

②

を
明
か
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
観
心
を
詳
述
す
る
「
略
要
集
」
の
主
要
な
二
つ
の

章
の
う
ち
、
第
二
章
は
『
華
厳
経
』
や
『
起
信
論
』
を
引
く
な
ど
、

げ
に

所
観
の
境
を
眼
前
の
介
爾
の
妄
心
と
す
る
よ
り
は
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
、
一
心
三
諦
の
阿
弥
陀
、
即
ち
空
仮
中
の
理
に
表
わ
さ
れ

た
自
性
清
浄
の
心
と
す
る
傾
向
が
や
や
強
く
見
受
け
ら
れ
、
ど
ち

ら
か
と
言
え
ば
華
厳
・
禅
思
想
と
密
接
な
結
び
つ
き
を
特
色
と
す

る
山
外
派
的
な
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
第
七
章
で

強
調
さ
れ
る
観
心
は
、
あ
く
迄
も
天
台
宗
観
心
本
来
の
立
て
前
で

あ
る
現
前
介
鯛
の
妄
心
を
所
観
の
境
と
し
て
一
心
三
諦
観
を
修
す

等
へ
き
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
第
二
章
に
お
い
て

は
一
心
三
諦
の
理
を
掲
げ
明
し
て

彼
の
春
の
夢
は
醒
ん
と
欲
せ
ざ
れ
ど
も
自
ら
醒
る
の
期
あ
り
。

此
の
生
死
の
夢
は
発
心
せ
ざ
れ
ば
塵
劫
を
経
と
雌
も
覚
め
ず
。

是
の
故
に
大
加
行
を
起
し
て
法
性
の
覚
を
得
ん
と
誓
い
、
応
当

に
極
楽
に
往
生
し
て
覚
悟
の
師
に
値
遇
す
や
へ
し
。

と
結
び
、
観
心
の
緊
要
な
る
事
を
述
べ
て
い
る
が
、
第
七
章
に
お

い
て
は
、

介
爾
の
妄
心
若
し
起
ら
ぱ
、
次
第
に
之
を
尋
ね
て
空
寂
に
帰
せ

し
め
よ
。

と
具
体
的
に
そ
の
能
観
の
方
法
を
示
し
、
冒
頭
に
二
つ
の
問
答
を

設
け
て
そ
の
意
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
二
つ
の
問
答
と
は

い
か何

な
る
善
巧
方
便
を
廻
し
て
か
生
死
の
輪
廻
を
出
離
す
可
き
や
。

謂
く
、
無
明
の
根
本
を
観
じ
て
生
死
の
枝
条
を
絶
つ
、
へ
き
な
り
。

と

其
の
（
無
明
の
病
の
）
淵
原
を
治
す
る
方
云
何
ん
。
所
謂
、
我

心
自
空
・
罪
福
無
主
と
観
ず
る
也
。

で
あ
り
、
前
者
の
「
無
明
の
根
本
」
は
現
前
の
心
想
そ
の
ま
ま
が

無
始
の
根
本
無
明
そ
の
も
の
で
あ
る
事
を
示
し
、
後
者
の
「
我

心
」
が
そ
れ
に
相
当
す
る
訳
で
あ
り
、
こ
の
観
が
天
台
の
言
う

一
念
の
心
即
ち
如
来
蔵
の
理
な
り

と
い
う
処
に
導
か
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
も
そ
も
一
念

三
千
の
観
心
と
は
い
か
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
ん
く
い

源
信
は
湛
然
の
『
金
鉾
論
」
を
引
い
て
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

三
千
の
諸
法
は
無
始
の
一
念
の
無
明
に
在
り
と
知
っ
て
惣
じ
て

空
仮
中
と
観
ず
る
は
、
是
れ
一
心
三
観
な
り
。
一
家
所
立
の
不

思
議
境
は
、
一
念
の
中
に
於
て
理
に
三
千
を
具
す
。
故
に
一
念

の
中
に
具
さ
に
因
果
凡
聖
大
小
依
正
自
他
有
り
。
而
る
に
こ
の

三
千
の
性
是
れ
中
の
理
な
り
。
一
念
所
具
の
百
界
三
千
。
更
に

互
に
一
に
趣
い
て
、
是
の
趣
過
ぎ
ず
。
一
念
の
三
千
な
れ
ば
、
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性
相
無
生
に
し
て
、
一
念
有
り
と
雄
も
有
な
ら
ず
。
三
千
存
す

と
雌
も
所
有
無
し
。
一
念
の
三
千
な
れ
ば
、
共
し
て
雑
せ
ず
。

一
念
の
三
千
な
れ
ば
、
離
れ
て
亦
分
た
ず
。
彼
彼
の
一
念
、
彼

彼
の
三
千
、
法
界
に
遍
す
と
誰
も
、
亦
所
在
無
し
。
偏
に
有
な

る
可
か
ら
ず
。
偏
に
無
な
る
可
か
ら
ず
。
唯
是
れ
不
思
議
の
一

実
中
道
也
。

し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
『
略
要
集
』
所
説
の
「
観

心
」
は
第
二
章
と
第
七
章
に
お
い
て
力
点
の
相
違
は
あ
る
に
し
て

も
、
あ
く
ま
で
も
空
仮
中
の
理
を
一
念
三
千
の
直
観
の
中
に
看
取

す
る
無
相
の
理
観
が
目
指
さ
れ
て
い
る
事
が
知
ら
れ
る
。
尤
も
、

第
三
章
に
お
い
て
無
相
の
理
観
を
助
け
ん
が
た
め
に
、
天
親
の

『
浄
土
論
』
に
よ
っ
て
浄
土
の
依
正
の
功
徳
を
挙
げ
、
有
相
の
事

観
を
も
勧
め
て
い
る
が
、
こ
れ
が
畢
寛
無
相
の
理
観
を
目
指
し
て

の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
源
信
は
そ
の
結
び
に
当
っ
て
『
中
論
』

の

因
縁
所
生
の
法
は
、
我
れ
即
ち
是
れ
空
と
説
く
。
亦
は
名
け
て

仮
名
と
為
し
、
亦
是
れ
中
道
の
義
な
り
と
。

を
引
き
、

安
楽
の
佛
土
も
因
縁
の
所
生
な
れ
ば
、
即
空
即
仮
即
中
な
り
。

（
中
略
）
当
に
知
る
べ
し
。
極
楽
は
一
念
三
千
に
し
て
、
並
に

畢
寛
空
、
並
に
如
来
蔵
、
並
に
実
相
な
る
こ
と
を
。

と
結
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

第
二
章
に
お
け
る
観
心
は
「
寄
二
念
佛
一
明
二
観
心
一
」
と
本
章
の

性
格
が
冒
頭
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
直
ち
に
観
心
を
示
す
の

で
は
な
く
、
念
佛
を
通
じ
て
で
あ
る
。
然
ら
ば
こ
こ
に
お
け
る
念

佛
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

智
顎
は
『
摩
訶
止
観
』
の
常
行
三
昧
を
明
す
段
に
お
い
て
、
｜
」

③

の
三
昧
の
法
が
『
般
舟
三
味
経
』
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
「
よ
く

定
中
に
お
い
て
十
方
の
現
在
の
佛
そ
の
前
に
在
し
て
立
ち
た
も
う

を
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
、
明
眼
の
人
の
清
夜
に
星
を
観
る
が
ご
と

く
＄
十
方
の
佛
を
見
る
こ
と
も
ま
た
か
く
の
ご
と
く
に
多
」
い
が

故
に
「
佛
立
三
昧
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
述
令
へ
て
い
る
。
更

に
身
口
意
の
三
業
に
亘
っ
て
こ
の
三
味
法
を
詳
述
す
る
に
当
り
、

口
業
の
段
に
お
い
て

あ
ゆ

口
の
説
黙
と
は
、
九
十
日
、
身
に
常
に
行
ん
で
休
息
す
る
こ
と

な
く
、
九
十
日
、
口
に
常
に
阿
弥
陀
佛
の
名
を
唱
え
て
休
息
す

る
こ
と
な
く
、
九
十
日
、
心
に
常
に
阿
弥
陀
佛
を
念
じ
て
休
息

す
る
こ
と
な
か
れ
。
あ
る
い
は
唱
念
と
も
に
運
び
、
あ
る
い
は

先
に
念
じ
後
に
唱
え
、
あ
る
い
は
先
に
唱
え
後
に
念
じ
、
唱
念

あ
い
継
い
で
休
息
す
る
と
き
な
か
れ
。
も
し
弥
陀
を
唱
う
る
は

即
ち
こ
れ
十
方
の
佛
を
唱
う
る
と
功
徳
等
し
。
た
だ
専
ら
弥
陀

を
も
っ
て
法
門
の
主
と
な
す
。
要
を
あ
げ
て
こ
れ
を
い
わ
ば
、
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歩
歩
、
声
声
、
念
念
、
た
だ
阿
弥
陀
佛
に
あ
り
。

と
記
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
「
た
だ
専
ら
弥
陀
を
も
っ
て
法
門
の

主
と
な
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
佛
立
三
昧
の
中
心
が
弥
陀
に
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
を
承
け
た
湛
然
の
言
葉
「
諸

ふ
ぎ
ょ
う

教
の
讃
ず
る
所
多
く
弥
陀
に
在
り
」
（
『
止
観
軸
行
伝
弘
決
」
）
を
も
、

源
信
は
第
二
章
の
始
め
に
引
用
し
て
、
弥
陀
の
浄
土
へ
の
往
生
の

素
懐
を
遂
げ
る
よ
う
勧
め
て
い
る
。
更
に
智
韻
の
場
合
は
、
次
の

意
業
を
明
す
段
に
お
い
て
、
こ
の
阿
弥
陀
佛
の
唱
名
が
、
阿
弥
陀

の
事
観
を
伴
う
べ
き
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

意
に
止
観
を
論
ぜ
ば
、
西
方
の
阿
弥
陀
佛
は
、
こ
こ
を
去
る
こ

と
十
万
億
佛
刹
に
し
て
↑
宝
地
、
宝
池
、
宝
樹
、
宝
堂
、
衆
の

菩
薩
の
中
央
に
在
し
、
坐
し
て
経
を
説
き
た
も
う
を
念
ず
。
三

月
つ
ね
に
佛
を
念
ず
る
な
り
。
な
に
を
か
念
ず
と
い
う
＄
三
十

二
相
を
念
ず
る
な
り
。
足
下
の
千
輻
輪
の
相
よ
り
二
に
逆
縁

し
て
諸
相
、
乃
至
、
無
見
頂
を
念
じ
、
ま
た
ま
さ
に
頂
相
よ
り

順
縁
し
て
、
す
な
わ
ち
千
幅
輪
に
い
た
る
べ
し
。

と
述
謡
へ
て
、
事
相
を
縁
と
し
て
、
遂
に
は
こ
れ
ら
が
無
所
有
・
空

の
観
に
導
入
さ
れ
ん
こ
と
を
期
し
て
い
る
。
尤
も
『
略
要
集
」
の

中
に
お
い
て
も
、
源
信
は
、
第
三
「
歎
二
極
楽
依
正
徳
一
」
の
章
の

中
で
、
事
観
を
薦
め
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
、
第
二
、

七
章
に
お
い
て
正
説
す
る
理
観
を
助
成
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

源
信
自
身
の
「
略
要
集
』
に
お
け
る
念
佛
の
性
絡
は
、
第
二
章

中
の佛

の
名
を
念
ず
と
は
、
其
の
意
云
何
ん
。
謂
く
阿
弥
陀
の
三
字

に
於
て
空
仮
中
の
三
諦
を
観
ず
べ
き
な
り
。

が
明
確
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
阿
弥
陀
に
お
け
る
理
観
を
窮
極
の

も
の
と
見
倣
し
て
い
る
。
彼
は
更
に
そ
れ
を
詳
述
し
て
次
の
ご
と

ノ
ー
、
三
口
澤
勺
／
Ｏ

彼
の
阿
と
は
、
即
ち
空
。
弥
と
は
即
ち
仮
。
陀
と
は
即
ち
中
也
。

其
の
自
性
清
浄
の
心
は
、
凡
聖
に
隔
て
無
く
、
因
果
に
改
ら
ず
、

三
世
に
常
住
に
し
て
、
二
辺
に
動
ぜ
ら
れ
ず
。
是
れ
中
道
な
り
。

百
界
干
如
三
千
世
間
の
諸
法
、
森
然
と
し
て
幻
有
な
る
は
、
是

れ
仮
諦
也
。
四
句
に
推
検
す
る
に
、
一
法
を
も
存
せ
ず
。
三
千

を
亡
混
す
る
は
、
是
れ
即
ち
空
也
。

又
、
第
七
章
に
お
い
て
は

こ
れ

弥
陀
の
名
字
の
所
詮
、
往
生
極
楽
の
指
南
也
。
諸
を
忽
が
せ
に

す
る
こ
と
莫
れ
。

と
述
譲
へ
、
弥
陀
の
名
号
を
讃
嘆
し
て
そ
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い

る
。
そ
し
て
次
の
第
八
章
に
お
い
て
は
こ
れ
を
更
に
発
展
せ
し
め

て
、
理
の
繊
悔
に
関
連
づ
け
る
に
至
る
。
理
の
繊
悔
と
は
「
法
華

経
』
の
結
経
た
る
「
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
」
に
説
か
れ
る
無
罪
相
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儀
悔
に
基
づ
き
、
織
悔
の
本
質
は
窮
極
に
お
い
て
万
法
皆
空
の
理
、

理
性
の
空
の
理
の
観
を
為
す
こ
と
が
真
に
無
始
已
来
の
罪
根
を
減

す
る
所
以
で
あ
る
と
す
る
大
乗
佛
教
特
有
の
繊
悔
の
思
想
で
あ
る
。

こ
れ
は
罪
障
を
徴
悔
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
理
観
で
は
な
く
Ⅳ

諸
法
の
空
理
を
徹
底
的
に
観
ず
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
真
の
繊
悔
で

あ
る
と
す
る
思
想
で
あ
っ
て
、
真
心
徹
到
す
る
者
は
三
品
の
繊
悔

を
す
る
人
と
事
実
上
等
し
い
と
な
し
た
『
往
生
礼
讃
』
に
お
け
る

善
導
の
思
想
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
源
信
は
こ
こ
に
お
い
て
、

こ
れ
迄
に
説
い
た
と
こ
ろ
の
一
心
三
諦
観
の
不
徹
底
を
顧
慮
し
、

理
繊
の
必
要
性
と
そ
の
方
法
を
叙
し
た
後
↑
「
今
此
の
理
の
繊
悔

を
行
ず
る
は
、
則
ち
真
の
念
佛
三
味
な
り
」
と
結
論
し
↑
『
佛
蔵

経
」
の
念
佛
品
の
「
所
有
無
し
と
見
る
を
名
け
て
念
佛
と
為
す
。

諸
法
の
実
相
を
見
る
を
名
け
て
念
佛
と
為
す
。
分
別
有
る
こ
と
無

く
、
取
る
こ
と
な
く
～
拾
る
こ
と
無
き
は
、
是
れ
真
の
念
佛
な

り
」
を
引
証
す
る
。
第
二
章
に
明
か
さ
れ
た
「
空
仮
中
の
三
諦
」

の
念
佛
と
い
い
、
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
‐
理
繊
・
無
所
有
・
諸

法
実
相
の
念
佛
と
い
い
、
こ
れ
ら
の
念
佛
は
何
れ
も
阿
弥
陀
の
本

願
を
体
と
す
る
後
世
の
法
然
・
親
瀞
等
の
念
佛
と
は
全
く
そ
の
意

趣
を
異
に
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ

に
お
い
て
は
、
阿
弥
陀
の
名
号
と
、
そ
の
一
宇
一
宇
に
相
当
す
る

理
念
と
の
関
係
は
、
言
語
的
に
も
何
等
そ
の
根
拠
は
無
く
、
等
し

く
空
・
仮
・
中
と
い
う
三
諦
並
び
に
そ
の
統
一
と
し
て
の
即
空
・

即
仮
・
即
中
と
し
て
の
理
を
表
詮
す
る
偶
然
的
に
配
当
せ
ら
れ
た

記
号
と
し
て
の
役
割
以
上
の
も
の
を
ば
何
等
担
っ
て
お
ら
ず
、
｜
」

れ
こ
そ
正
し
く
法
然
が
「
も
ろ
こ
し
、
我
が
朝
に
も
ろ
も
ろ
の
智

者
達
の
沙
汰
し
申
さ
る
る
観
念
の
念
」
と
称
し
、
又
、
「
学
文
を

し
て
念
の
こ
こ
ろ
を
悟
り
て
申
す
念
佛
」
と
指
摘
し
た
念
佛
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
構
成
の
点
か
ら
見
て
も
、
『
略
要
集
」

は
内
容
的
に
必
然
と
見
倣
さ
れ
る
順
序
を
追
っ
て
い
な
い
か
に
も

思
わ
れ
る
。
徹
頭
徹
尾
理
観
を
強
調
す
る
「
略
要
集
』
と
し
て
当

然
の
こ
と
と
は
言
え
、
同
一
主
題
が
く
り
返
し
幾
つ
か
の
章
に
現

わ
れ
る
こ
と
は
、
一
心
三
観
が
事
観
・
理
観
・
徴
悔
等
に
則
し
て

反
復
さ
れ
る
こ
と
に
顕
著
で
あ
る
が
、
一
方
が
他
方
を
助
成
す
る

如
く
で
あ
り
、
又
時
に
主
要
な
る
こ
と
を
も
思
わ
せ
、
そ
の
軽
重

の
評
価
を
判
断
す
る
の
に
困
惑
を
覚
え
し
め
ら
れ
る
点
、
「
要
集
」

に
お
け
る
念
佛
と
同
轍
の
感
が
あ
る
。
こ
れ
は
源
信
の
思
想
の
複

雑
性
と
言
う
よ
り
は
、
寧
ろ
源
信
の
継
承
し
た
思
想
の
背
景
そ
の

も
の
の
複
雑
性
に
帰
せ
し
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
何
れ
に
し
て

も
『
略
要
集
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
限
り
で
の
源
信
の
観
心
の
立

場
は
徹
底
し
た
無
相
離
念
の
理
観
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
湛
然
『
止
観
大
意
』

「
１
１
又
此
の
十
法
は
倶
円
、
常
円
な
り
と
雌
も
、
人
に
復
三
根
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以
上
に
お
い
て
、
源
信
は
そ
の
念
佛
思
想
を
ぱ
主
と
し
て
「
要

集
』
に
譲
り
、
『
略
要
集
』
に
お
い
て
は
観
心
を
第
一
義
と
し
て

閨
明
し
、
こ
こ
に
散
見
さ
れ
る
念
佛
な
る
も
の
は
理
観
の
枠
組
の

内
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
り
、
具
象
性
を
離
れ
た
一
心
三
観
に
そ
の

窮
極
の
意
図
を
置
い
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
ゞ
へ
た
。
た
と

え
事
観
が
説
か
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
理
観
を
助
成
せ
ん
が
為

の
補
助
的
位
置
に
留
ま
り
、
全
体
的
に
そ
の
抽
象
性
を
否
定
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
『
要
集
』
が

観
心
の
色
彩
を
濃
厚
に
帯
び
つ
つ
も
念
佛
の
実
践
的
本
義
を
顕
わ

す
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
『
略
要
集
』
は
そ
の
哲
学

的
背
景
を
表
面
に
打
ち
出
し
て
、
源
信
の
念
佛
思
想
の
由
来
す
る

背
景
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

『
要
集
』
に
お
い
て
と
同
様
『
略
要
集
』
に
お
い
て
も
顕
著
に

の
不
等
あ
り
。
上
根
は
唯
一
法
な
り
。
中
根
は
二
或
い
は
七
。
下

根
は
方
に
十
を
具
す
。
上
根
の
一
法
と
は
、
謂
く
観
不
思
議
境
な

り
。
ｌ
」
（
大
正
・
四
六
巻
四
六
○
頁
上
）

安
藤
俊
雄
博
士
著
「
天
台
学
』
三
二
○
頁
参
照

②
上
杉
文
秀
師
述
『
観
心
略
要
集
講
録
』
上
、
五
十
七
頁
。

③
埠
具
冒
弓
四
目
〕
四
‐
、
四
目
目
冒
の
音
訳
が
「
般
舟
三
昧
」
で
あ
り
、

意
訳
が
「
佛
立
」
三
味
、
或
い
は
「
諸
佛
現
前
」
三
味
で
あ
る
。

三
源
信
の
機
の
自
覚

認
め
ら
れ
る
の
は
、
源
信
が
自
ら
の
機
の
自
覚
を
表
詮
し
た
言
葉

の
多
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
源
信
の
著
書
全
般
に
通
ず
る
特
色

で
あ
り
＄
殊
に
『
要
集
』
と
は
異
な
り
理
の
詮
表
を
使
命
と
す
る

『
略
要
集
」
に
も
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
源
信
の
人
格
が
い
か

に
深
い
宗
教
的
自
覚
に
富
ん
で
い
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
佛
教
芸
術
史
の
上
で
も
、
恵
心
僧
都
に
帰
せ
ら
れ
る

佛
像
彫
刻
や
絵
画
が
移
し
い
数
に
上
る
事
実
と
相
俟
っ
て
、
恵
心

流
の
名
の
下
に
重
要
な
一
派
を
成
し
て
い
る
こ
と
や
和
讃
類
の
製

①作
等
を
勘
み
る
と
き
、
理
性
的
思
惟
、
論
理
的
知
性
に
富
ん
だ

宗
教
者
で
あ
る
一
面
、
極
め
て
豊
か
な
情
操
と
三
味
に
基
づ
く
直

観
・
審
美
的
感
覚
を
帯
び
た
学
僧
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

い
わ
ん

『
略
要
集
」
序
文
に
は
「
何
に
矧
や
予
が
如
き
愚
暗
之
者
を
乎
」

な
る
言
葉
が
見
え
、
『
要
集
』
の
「
予
が
如
き
頑
魯
の
者
、
豈
敢

て
せ
ん
や
実
」
と
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
先
に
も
述
。
へ
た
如
く
、

こ
の
『
要
集
』
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
対
他
・
教
誠
的
な
趣
き
が

強
い
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
表
向
き
対
他
と
見
倣
さ
れ
る
言
辞

の
裏
面
に
強
い
自
己
内
省
の
響
き
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
多
い
。

例
え
ば
最
終
の
第
十
の
問
答
料
簡
章
に
お
い
て
幾
つ
か
の
問
答
を

設
定
し
て
疑
義
を
質
し
て
い
る
が
、
多
く
は
他
か
ら
の
設
問
と
い

う
よ
り
は
む
し
ろ
自
身
を
蟇
直
に
観
心
の
実
修
に
捧
げ
た
人
か
ら

の
み
起
り
う
る
切
実
な
問
い
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
が
注
目
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さ
れ
る
。
同
章
最
後
の
問
答
に
お
い
て

も
も
、
、

今
愚
駕
の
性
を
以
て
此
の
文
を
集
む
る
こ
と
、
豈
後
見
の
噸
り

無
か
ら
ん
乎
・

と
い
う
問
い
を
発
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
明
ら
か
に
こ
れ
が

自
己
内
心
の
問
い
で
あ
り
、
し
か
も
自
身
に
本
書
撰
述
の
意
義
を

確
認
せ
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
必
然
の
響
き
が
あ
る
。
ま
た
、

此
等
の
文
を
披
く
に
落
涙
禁
じ
難
し
。
昼
夜
に
勤
め
精
進
し
て
、

空
し
く
悪
す
こ
と
莫
れ
。
縦
令
い
寸
陰
を
競
う
と
雌
も
、
生
涯

の
修
善
は
幾
く
に
非
ず
。

の
文
や

古
人
の
遣
る
こ
と
無
き
を
思
う
毎
に
、
今
世
の
終
り
有
ら
ん
こ

と
を
観
ず
、
へ
き
也
。

等
は
生
死
無
常
に
己
が
身
を
終
始
対
決
せ
し
め
て
、
観
心
に
励
ん

だ
誠
実
な
人
格
を
髻
詣
せ
し
め
る
。
更
に
注
意
せ
ら
れ
る
事
は
、

専
ら
観
心
念
佛
を
明
す
か
に
思
え
る
『
略
要
集
』
に
お
い
て
す
ら

も
、
源
信
は
散
心
念
佛
の
称
名
も
許
容
さ
れ
る
ゞ
へ
き
旨
を
、
終
り

に
臨
ん
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

問
う
。
理
観
在
修
せ
ず
し
て
只
一
佛
の
名
号
を
称
す
る
人
往
生

い
な

を
得
ん
や
不
や
如
何
。
答
う
。
亦
往
生
す
る
こ
と
を
得
可
き
也
。

彼
の
繋
念
定
生
之
願
に
未
だ
理
観
を
修
せ
よ
と
は
言
わ
ず
。
聖

衆
来
迎
之
誓
い
は
只
是
れ
至
心
の
称
名
な
り
。

と
述
令
へ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
繋
念
定
生
之
願
」
は
第
二
十
願
に
、

「
聖
衆
来
迎
之
誓
」
は
第
十
九
願
に
相
当
し
＄
「
至
心
の
称
名
」

は
下
下
品
の
「
至
心
具
足
称
南
無
阿
弥
陀
佛
」
を
指
し
て
い
る
こ

と
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
源
信
は
何
故
こ
の
期
に
及
ん
で
散
心
の
称

名
念
佛
を
こ
こ
に
導
入
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
己
が
機
根

を
省
み
る
こ
と
深
か
っ
た
源
信
は
、
観
心
の
実
修
に
も
誠
実
を
尽

し
、
無
常
観
を
常
に
踏
ま
え
て
勤
め
励
ん
だ
が
故
に
、
一
層
己
れ

の
人
間
と
し
て
の
弱
さ
を
痛
感
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
切
な
る
も
の

が
あ
っ
た
為
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
理
観
の
観
心
の
原
則
に

背
馳
す
る
自
己
の
内
心
を
深
く
自
覚
し
、
そ
れ
を
痛
み
悲
し
む
こ

と
尋
常
な
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
彼
は
ま
た
、

む
ね

散
心
の
念
佛
、
誠
に
深
妙
な
る
哉
。
智
解
智
に
満
て
る
人
す
ら

猟
川
観
に
堪
え
ず
。
況
ん
や
尼
女
、
在
俗
を
や
。

と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
智
解
宵
に
満
」
ち
、
「
理
観
に
堪
え
」

ざ
る
者
と
は
、
即
ち
、
源
信
自
身
の
謂
で
あ
り
、
こ
れ
は
彼
自
身

の
告
悔
で
あ
り
、
詐
ら
ざ
る
機
の
深
心
の
表
白
で
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
空
仮
中
の
三
諦
と
い
う
も
、
一
心
三
観
と
い
う
も

諸
法
即
実
相
の
直
観
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
直

観
は
止
観
と
名
づ
け
ら
れ
る
三
味
に
お
い
て
の
み
体
解
し
う
る
超

越
的
な
次
元
に
お
け
る
体
験
で
あ
り
、
し
か
も
散
乱
鹿
動
、
煩
悩

熾
盛
の
凡
夫
の
容
易
に
は
能
く
果
遂
し
う
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
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明
白
で
あ
る
。
叡
山
を
次
女
に
下
っ
た
、
後
の
鎌
倉
新
佛
教
の
祖

師
達
の
下
山
を
動
機
づ
け
た
も
の
は
、
僧
風
の
退
廃
、
堕
落
と
い
っ

た
よ
う
な
外
部
的
な
要
因
は
勿
論
で
あ
る
が
、
天
台
教
説
の
繁
鎖

哲
学
的
傾
向
、
そ
れ
に
、
何
よ
り
も
止
観
達
成
の
、
機
の
側
に
お

け
る
、
至
難
な
る
現
実
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

そ
れ
ら
の
祖
師
た
ち
の
打
ち
出
し
た
簡
微
明
瞭
な
教
義
Ｉ
唱
題
、

只
管
打
坐
‐
た
だ
念
佛
Ｉ
に
明
ら
か
に
反
顕
さ
れ
て
い
る
。
叡

山
浄
土
教
を
其
の
後
継
承
、
発
展
せ
し
む
る
こ
と
に
な
っ
た
法

然
・
親
鶯
に
も
こ
の
止
観
の
体
験
あ
り
、
こ
の
挫
折
の
体
験
は
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
選
択
・
廻
向
に
性
格
づ
け
ら
れ
る

念
佛
開
顕
の
歴
史
が
そ
の
証
左
で
あ
り
、
そ
れ
へ
の
解
答
で
あ
っ

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
存
覚
が
い
み
じ
く
も
美

事
な
表
現
を
与
え
て
描
破
し
た
の
は
、
実
に
源
信
・
源
空
・
親
憾

に
通
ず
る
止
観
超
脱
の
苦
悩
の
実
態
と
も
称
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

即
ち定

水
を
凝
ら
す
と
雌
も
識
浪
顔
に
動
き
、
心
月
を
観
ず
と
雌
も

②

妄
雲
猶
覆
う
。

こ
れ
は
止
観
と
い
う
解
脱
の
原
理
そ
の
も
の
の
難
行
で
あ
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
原
理
た
る
観
心
を
実
修
す
る
機
の
側
に

お
け
る
不
確
定
性
を
表
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
完

備
し
た
教
学
で
あ
れ
ば
あ
る
程
繁
鎖
哲
学
化
す
る
傾
向
が
強
く
、

機
の
実
修
が
伴
わ
な
く
な
る
の
み
か
、
佛
教
本
来
の
救
済
・
解
脱

と
い
う
大
義
が
忘
れ
去
ら
れ
が
ち
で
あ
る
と
い
う
事
実
も
あ
る
に

せ
よ
、
む
し
ろ
三
昧
達
成
の
人
間
の
側
に
お
け
る
困
難
さ
と
い
う

古
今
を
通
ず
る
永
遠
の
課
題
が
こ
こ
に
は
内
在
し
て
い
る
の
で
あ

つ
（
》
Ｏ

源
信
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
理
を
高
く
掲
げ
つ
つ
も
理
に
溺

れ
ず
、
将
又
自
己
の
現
実
を
見
失
わ
ず
～
許
ら
ず
凝
視
し
た
。
完
壁

に
成
就
さ
れ
て
い
る
自
己
を
救
い
に
導
く
筈
の
教
義
の
前
に
お
け

る
救
わ
れ
ざ
る
自
己
を
欺
き
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
彼

は
日
本
天
台
の
伝
統
に
お
け
る
最
初
の
実
存
的
な
求
道
者
で
あ
り
、

浄
土
願
生
者
で
あ
っ
た
と
称
せ
ら
れ
る
ゞ
へ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

源
信
の
実
存
的
思
考
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
次
の
よ
う

な
事
実
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
乃
ち
、
『
略
要
集
」
第
四
弁
一
一
空
仮
中
一

蕩
レ
執
の
章
に
於
て
、
「
妙
法
蓮
華
経
』
第
二
十
三
の
薬
王
菩
薩
本

事
品
に
あ
る
次
の
一
節
を
引
い
て
い
る
が
、
括
弧
の
中
の
言
葉
を

省
略
し
て
い
る
。

〔
若
し
如
来
の
滅
後
、
後
の
五
百
歳
の
中
に
、
若
し
女
人
あ
っ
て

是
の
経
典
を
聞
い
て
説
の
如
く
修
行
せ
ば
、
〕
此
に
於
て
命
終

し
て
、
即
ち
安
楽
世
界
〔
の
阿
弥
陀
佛
の
大
菩
薩
衆
の
囲
僥
せ

る
住
処
〕
に
往
い
て
、
蓮
華
の
中
〔
の
宝
座
の
上
〕
に
生
ぜ
ん
。

そ
し
て
す
ぐ
統
い
て
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「
此
に
於
て
命
終
し
て
」
と
は
、
法
華
を
修
行
す
れ
ば
悪
業
の

命
終
る
也
。
「
即
ち
安
楽
世
界
に
往
て
」
と
は
、
安
楽
行
に
住

す
る
也
。
安
楽
行
と
は
、
法
華
経
の
行
也
。
「
即
往
」
と
は
、
即
生
に

惑
業
心
を
転
じ
て
、
極
楽
之
清
浄
衆
の
心
と
成
る
也
。
「
蓮
華

り
げ

の
中
に
生
ぜ
ん
」
と
は
；
理
解
を
生
じ
て
妙
法
蓮
華
の
法
門
の

中
に
入
る
也
。

と
解
釈
を
下
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
彼
は

未
来
往
生
の
経
文
を
現
生
往
生
の
意
趣
に
読
み
替
え
て
い
る
。
即

ち
「
命
終
」
を
現
生
の
ま
ま
悪
業
の
命
の
終
る
精
神
的
命
終
と
解

Ｏ

釈
し
、
「
即
往
安
楽
」
を
未
来
安
楽
浄
土
に
往
生
す
る
と
せ
ず
に
、

現
身
の
ま
ま
、
身
・
口
・
意
・
誓
願
の
四
安
楽
行
を
修
す
る
こ
と

Ｏ

に
安
住
す
る
こ
と
と
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
即
生
」
を
心
の
転

換
の
意
に
解
し
、
「
生
蓮
華
中
」
を
浄
土
の
宝
池
の
蓮
華
の
中
と

せ
ず
、
「
妙
法
蓮
華
経
」
の
法
門
に
入
る
こ
と
と
取
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
形
の
上
か
ら
は
、
親
獅
の
本
願
成
就
文
の
「
至
心
回
向
」

の
衆
生
か
ら
如
来
へ
の
転
読
、
内
容
的
に
は
「
前
念
命
終
・
後
念

即
生
」
を
生
前
死
後
と
分
け
て
解
し
た
法
然
迄
の
伝
統
を
、
現
生

に
お
け
る
も
の
と
解
釈
し
た
親
鶯
の
洞
察
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ

る
が
、
と
も
角
こ
こ
に
は
、
天
台
一
家
の
三
諦
三
観
の
根
本
教
義

か
ら
出
て
く
る
自
然
の
結
釈
と
は
言
え
、
源
信
の
白
己
の
確
信
に

基
盤
を
置
い
た
思
い
切
っ
た
自
督
の
領
解
が
表
わ
れ
て
い
る
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
源
信
は
臨
終
を
未
来
に
期
す
る
こ
と
に
肯
ん
ぜ

ず
、
常
に
現
生
足
下
に
見
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
祖
伝
教
と
異
な
り
、
現
実
に
具
体
的
な
論
敵

③

と
華
た
し
い
論
戦
を
交
え
る
必
要
の
無
か
っ
た
源
信
の
常
恒
の
対

決
者
は
、
と
り
も
直
さ
ず
己
れ
自
ら
の
内
心
の
凡
夫
性
で
あ
っ
た

と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
源
信
の
絶
え
ざ
る
機
の
自
覚
は

一
心
三
諦
の
理
観
（
止
観
）
と
い
う
三
昧
境
を
求
め
つ
つ
、
そ
れ

を
超
克
す
る
道
を
自
ら
求
め
し
め
、
そ
れ
が
浄
土
願
生
の
心
を
弥

が
上
に
も
盛
ん
な
ら
し
め
、
そ
の
求
道
の
過
程
が
法
然
・
親
弼
へ

の
自
づ
か
ら
な
る
先
駆
的
役
割
り
を
果
さ
し
め
て
い
た
の
で
あ
る
《

そ
の
結
果
が
、
念
佛
こ
そ
は
止
観
を
超
克
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
真
に
成
就
す
る
も
の
で
あ
り
、
真
の
止
観
に
外
な
ら
な
い
と

い
う
歴
史
的
解
答
を
導
き
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

①
例
え
ば
「
六
時
和
讃
」
、
「
十
楽
和
讃
‐
｜
、
「
二
十
五
菩
薩
和
讃
」

等
（
恵
心
僧
都
全
集
、
第
一
巻
所
栽
）

②
存
覚
「
歎
徳
文
』

③
。
采
要
決
」
は
三
乗
思
想
、
即
ち
五
姓
各
別
説
と
の
理
論
的
な

対
決
と
見
倣
さ
れ
、
こ
の
害
の
成
立
は
あ
く
迄
源
信
の
内
面
的
な
発

願
に
そ
の
成
立
契
機
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
。
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