
教

法

と

物

語

金 

子 

大 

栄

-

大
乗
経
典
は
、
教
法
と
物
語
と
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
教
法
と
い
う
は
、
す
な
わ
ち
経
典
の
宗
・
体
で
あ
り 

そ
の
物
語
と
い
う
は
、
教
法
を
身
証
す
る
実
例
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

『
般
若
経
』
は
、
空
因
縁
を
教
法
と
す
る
も
の
で
あ
る
が 

常
啼
菩
薩
の
物
語
は
、
因
縁
空
を
身
証
す
る
も
の
は
精
進
不
退
の
求
道
心
の
ほ
か
な
い
こ
と
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
。
法
界
縁
起
を
説
く 

『華
厳
経
』
の
表
現
は
、
高
大
深
遠
に
し
て
測
量
し
得
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
善
財
童
子
の
物
語
に
よ
り
て
、
そ
れ
は
手
近
な
る
人
お 

の
お
の
の
分
限
の
生
活
に
円
満
成
就
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
、
教
法
を
説
く
経
典
に
は
、
そ
れ
を
身 

証
す
る
も
の
と
し
て
の
物
語
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
経
典
の
本
旨
は
、
教
法
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
経
は
法
と
訓
じ
常
と
訓
ず
。
聖
人
の
教
は 

ま
た
時
移
り
俗
を
易
ふ
と
い
え
ど
も
、
其
の
是
非
を
改
む
る
能
は
ず
、
故
に
常
と
い
ふ
。
ま
た
物
の
軌
則
と
な
る
。
故
に
法
と
称
す
」
と 

い
う
聖
徳
太
子
の
解
釈
は
、
経
典
の
意
義
を
十
分
に
現
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
て' 

そ
の
常
・
法
と
な
る
も
の
は
、
教
説
さ
れ 

た
る
道
理
の
ほ
か
に
は
な
い
。
時
移
り
俗
を
易
え
て
も
、
変
る
こ
と
の
な
い
真
実
の
法
を
、
そ
れ
に
お
い
て
見
出
さ
し
め
る
も
の
、
そ
れ
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が
経
典
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
教
を
宗
と
す
る
宗
教
の
意
義
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
ら
の
道
は
教
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て 

は
、
宗
教
は
、
す
べ
て
先
覚
者
を
尊
ぶ
も
の
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
ら
の
智
慧
も
道
徳
も
、
経
教
に
よ
り
て
開
発
し
増
進
す 

る
の
で
あ
る
。

「
経
教
は
之
を
喩
ふ
る
に
鏡
の
如
し
、
し
ば
し
ば
読
み
、
し
ば
し
ば
尋
ぬ
れ
ば
智
慧
を
開
発
す
。
若
し
智
慧
の
眼
開
け
ぬ 

れ
ば
、
即
ち
苦
を
厭
い
湼
槃
等
を
欣
楽
す
べ
し
」
(

善
導
「観
経
序
分
義
」)

。
そ
こ
に
経
典
を
持
つ
も
の
の
喜
び
が
あ
る
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
、
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
は
仏
教
に
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
の
仏
教
に
学
ぶ
も
の
は
、
自
分
の
道
で
あ
る
。
し
か
し 

自
身
の
道
を
学
ぶ
た
め
に
は
何
故
に
仏
教
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
の
道
は
自
覚
に
よ
る
ほ
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ 

る
。
そ
の
自
覚
の
立
場
を
取
る
も
の
は
、
哲
学
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
仏
教
も
ま
た
自
覚
を
尊
ぶ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
自 

覚
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
り
て
実
証
さ
れ
た
真
理
に
は
、
普
遍
的
の
意
味
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
普
遍
の
道
理
を
ど
こ
に
発
見 

す
る
か
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
宗
教
と
哲
学
と
が
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。
宗
教
は
そ
の
普
遍
の
真
理
を
経
教
に
あ
り
と
す
る
も
の
で
あ 

る
。
だ
か
ら
、

「
し
ば
し
ば
読
み
、
し
ば
し
ば
尋
ぬ
れ
ば
智
慧
を
開
発
す
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
哲
学
の 

立
場
で
は
、
普
遍
の
真
理
を
求
む
れ
ば
求
む
る
程
、
そ
れ
を
見
出
し
得
な
い
悩
み
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。 

と
は
い
え
、
仏
教
を
学
ぶ
と
い
う
も
、
所
詮
は
仏
教
に
学
ぶ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
自
覚
を
尊
重
す
る
も
の
で
な
く
て 

は
な
ら
な
い
。
も
し
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
、
徒
ら
に
仏
教
を
学
ぶ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
知
識
欲
を
満
た
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。 

そ
の
結
果
は
我
見
を
誇
る
こ
と
に
な
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
我
見
を
離
れ
る
こ
と
こ
そ
、
仏
教
の
本
旨
で
あ
る
。
し
か
れ
ば 

「
仏
道
を
習
う
と
い
ふ
は
自
己
を
習
う
な
り
、
自
己
を
習
う
と
い
ふ
は
自
己
を
忘
る
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
仏
教
そ
の
も 

の
の
要
求
す
る
仏
教
学
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
、
自
見
を
立
て
る
た
め
の
教
学
な
ら
ば
、
そ
れ
は
科
学
的 

で
あ
れ
、
哲
学
的
で
あ
れ
、
す
べ
て
仏
教
の
宗
・
体
に
相
応
せ
ぬ
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
牛
、
水
を
飲
め
ば
乳
を
成
し
、
蛇
、
 

水
を
飲
め
ば
毒
を
成
す
。
智
、
学
べ
ば
菩
提
を
成
じ
、
愚
、
学
べ
ば
生
死
を
成
ず
」(

華
厳
経)

と
い
う
経
誡
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
経
教
の
宗
体
は
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
ら
の
道
の
宗
体
で
あ
る
こ
と
が
思
い
知
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
経
教
の
宗
要
で
あ
る
も
の
は
、
 

す
な
わ
ち
人
間
生
活
の
中
心
思
想
と
な
り
、
根
本
精
神
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
経
教
の
体
と
い
う
は
、
法
を
意
味
す
る
も
の
で
あ 

る
か
ら
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
そ
の
法
に
順
じ
て
身
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
身
心
学
道
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し 

か
れ
ば
『
大
無
量
寿
経
』
に
真
実
の
教
を
う
く
る
も
の
は
「
如
来
の
本
願
を
説
く
」

経
の
宗
致
に
相
応
し
て
、

そ
の
願
心
を
信
楽
し
、
 

「
仏
の
名
号
を
以
て
経
の
体
と
す
」
る
に
随
順
し
て
、
念
仏
を
身
に
行
う
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
経
教
の
宗
体
は
、
す 

な
わ
ち
人
生
の
宗
体
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
経
説
に
現
わ
れ
る
物
語
は
、
教
法
を
実
証
す
る
も
の
の
模
範
を
示
す
も
の
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
 

す
べ
て
身
心
学
道
と
は
か
く
あ
る
べ
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
の
物
語
な
く
ば
、
経
教
も
単
な
る
道
理
を
説
い
た
も
の
に
ほ
か
な 

ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
仏
教
を
高
遠
な
る
形
而
上
学
と
思
う
て
い
る
も
の
は
、
物
語
を
看
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

真
に
仏
教
を
学
ぼ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
物
語
を
重
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

二

こ
こ
に
着
眼
す
る
時
に
は
、
多
く
の
経
典
の
う
ち
に
は
、
教
説
を
実
証
す
る
物
語
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
物
語
か
ら
教
説
を
展
開
し
て 

あ
る
も
の
の
あ
る
こ
と
に
留
意
せ
し
め
ら
れ
る
。

『維
摩
経
』
は
維
摩
居
士
の
病
床
物
語
で
あ
る
。

『観
無
量
寿
経
』
は
王
宮
の
悲
劇
を 

背
景
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
以
て
推
す
に
、
大
乗
経
典
に
見
ら
れ
る
発
起
序
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
教
法
の
性
格
を
顕 

わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
発
起
因
縁
を
無
視
す
る
も
の
は
、
諸
大
乗
経
は
、
す
べ
て
そ
の
道
理
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
思
想
す
る
の
で 

あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
諸
経
の
表
現
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
の
感
覚
が
あ
る
。
そ
の
特
殊
の
感
覚
は
、
道
理
は
同 

じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
解
消
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
経
家
の
問
題
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ 

る
の
で
あ
る
。
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さ
れ
ど
、
も
し
諸
経
を
通
じ
て
、
何
を
物
語
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
求
む
れ
ば
、
恐
ら
く
「
仏
と
は
い
か
な
る
も
の
か
」
と
い 

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仏
陀
は
い
か
な
る
こ
と
を
説
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
は
、
、
原
始
経
典
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ 

れ
に
対
し
て
大
乗
経
典
は
、
種
々
の
教
法
を
説
け
る
仏
陀
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
釈 

迦
の
直
弟
に
と
り
て
は
、
カ
ピ
ラ
バ
ッ
ツ
に
生
れ
、
二
十
九
才
に
し
て
出
家
し
、
三
十
五
オ
に
し
て
成
道
し
、
ハ
十
才
に
し
て
湼
槃
せ
ら 

れ
た
大
聖
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
満
足
せ
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
さ
れ
ど' 

世
尊
の
一
生
を
追
慕
す
る
遺
弟
乃
至
信
者
に
あ
り
て
は
、
 

い
か
に
し
て
も
そ
れ
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
世
尊
の
一
生
は
、
た
だ
こ
の
世
へ
の
示
現
で
あ
っ
て
、
 

そ
の
本
地
は
遠
い
宿
世
か
ら
菩
薩
の
行
を
行
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
大
悲
摂
化
は
未
来
際
を
尽
く
し
て
究
り
の
な
い
も
の
と
思
わ 

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
大
乗
経
典
は
す
べ
て
物
語
に
よ
り
て
、
仏
陀
世
尊
と
今
日
の
わ
れ
ら
と
の
因
縁
の
深
さ
が
歓
喜 

信
心
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
如
来
の
徳
が
、
い
か
に
絶
大
な
る
言
辞
を
以
て
讃
歎
せ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る 

人
物
崇
拝
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
身
近
に
如
来
の
大
悲
を
感
知
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
こ
に
は
人
法
一
如
と
い
う
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
わ
れ
ら
は
教
法
と
物
語
と
い
う
こ
と
を
課
題
と
し
た
。
さ
れ
ど
、
そ
の
教
法
と
い
う 

も
、
物
語
の
う
ち
に
顕
彰
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
物
語
も
ま
た
広
い
意
味
に
お
い
て
教
法
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と 

で
あ
る
。
し
か
れ
ば
、
戒
定
が
「
凡
そ
仏
教
は
皆
こ
れ
道
徳
経
に
し
て
記
録
指
南
の
道
に
あ
ら
ず
。
故
に
古
い
覚
者
の
徒
、
み
な
自
覚
の 

窮
る
所
を
記
し
て
、
以
て
仏
言
と
い
う
。
仏
言
と
は
仏
意
な
り
。
後
人
、
仏
意
を
述
ぶ
る
が
故
に
仏
言
・
仏
説
と
い
ふ
。

そ
れ
仏
道 

の
書
た
る
や
、
記
録
と
し
て
こ
れ
を
読
ま
ば
即
ち
み
な
怪
し
、
妄
に
似
た
り
。
愚
者
は
そ
の
音
に
伏
し
、
智
者
は
以
て
愚
を
た
ぶ
ら
か
す 

と
為
す
。

み
な
神
明
道
徳
の
学
を
知
る
に
あ
ら
ざ
る
が
故
な
り
」
(

五
教
章
帳
秘
録)

と
い
う
も
の
も
、

異
議
な
く
認
容
せ
ね
ば
な
ら
ぬ 

こ
と
で
あ
ろ
う
。
物
語
は
単
な
る
物
語
で
は
な
い
。
物
語
で
な
く
て
は
顕
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
真
実
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し 

か
し
て
、
そ
の
物
語
の
真
実
は
、
す
な
わ
ち
教
法
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

さ
れ
ど
特
に
戒
定
が
「
記
録
指
南
の
道
」
で
な
い
と
い
い
、
も
し
記
録
と
し
て
読
ま
ば
「
み
な
怪
し
妄
に
似
た
り
」
と
い
う
も
の
を
求
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む
れ
ば
、
経
説
の
教
法
で
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
も
、
物
語
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
思
い
合
わ
さ
れ
る
こ
と
は
、
大
乗
十 

二
部
経
の
説
で
あ
る
。
十
二
部
経
は
総
括
し
て
「
経
」
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
「
経
」
中
に
先
ず
ス
ー
ト
ラ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し 

か
れ
ば
そ
の
「
経
」
中
の
ス
！
ト
ラ
は
、
す
な
わ
ち
教
法
で
あ
る
と
了
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
応
頌
・
重
頌-

仏
自
説
等
は
そ
の
教 

法
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
本
事-

本
生
・
授
記
・
希
法
等
は
一
括
し
て
物
語
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
て 

「
智
者
は
以
て
愚
を
た
ぶ
ら
か
す
と
為
す
」
も
の
は
特
に
そ
の
物
語
の
部
分
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
日
に
お
い
て
も
経
説
の
非
神 

話
化
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
知
識
人
に
よ
り
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
も
思
い
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
る
に
『
湼
槃
経
』
に

は

「
如
来
の
所
説
は
十
二
部
経
な
り
。
唯
六
部
を
信
じ
て
未
だ
六
部
を
信
ぜ
ず
。
こ
の
故
に
名
づ
け
て
聞
不 

具
足
と
な
す
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
教
法
を
信
じ
て
も
物
語
を
信
じ
な
い
も
の
と
解
し
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
経 

に
は
続
い
て
、

「
ま
た
こ
の
六
部
の
経
を
受
持
す
と
い
え
ど
も
、
読
誦
す
る
能
は
ず
し
て
他
の
為
に
解
説
す
る
は
、
利
益
す
る
と
こ
ろ
な
し
、
是
の
故 

に
名
づ
け
て
聞
不
具
足
と
為
す
。
ま
た
こ
の
六
部
の
経
を
受
け
已
り
て
、
論
議
の
為
の
故
に
、
勝
他
の
為
の
故
に
、
諸
有
の
為
の
故
に 

持
読
誦
説
せ
ん
。
是
の
故
に
名
づ
け
て
聞
不
具
足
と
為
す
」

と
説
か
れ
て
あ
る
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、
物
語
を
無
視
し
て
教
法
の
み
を
論
議
す
る
も
の
は
、
勝
他
の
我
見
に
執
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
 

真
に
経
典
を
読
誦
す
る
も
の
で
は
な
い
と
誡
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
教
行
信
証
』
に
こ
の
経
文
が
引
用
さ
れ
て
あ
る
こ
と
に
も 

深
く
省
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

三

し
か
し
、
こ
の
義
意
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
十
二
部
経
の
意
味
を
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
十
二
部
と
い
わ
れ
て 

も

「
経
」
で
あ
る
こ
と
に
は
別
は
な
い
。
し
か
れ
ば
、
物
語
と
い
う
も
経
説
で
あ
り
教
法
で
あ
る
に
違
い
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
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十
二
部
と
は
畢
竟
こ
れ
教
法
の
表
現
方
式
の
別
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
道
理
は
教
訓
と
し
て
の
み
説
か
れ
る
の
で
は 

な
い
。
あ
る
い
は
論
議
も
せ
ら
れ
、
あ
る
い
は
物
語
と
し
て
顕
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
方
式
は
、
そ
の
方
式
で
な
く 

て
は
表
現
し
得
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
十
二
部
経
と
い
う
も
の
が
成
立
せ
る
の
で
あ
っ
た
。 

し
た
が
っ
て
、
そ
の
真
義
を
知
る
た
め
に
は
、
印
度
人
の
思
想
方
式
を
も
知
り
、
さ
ら
に
経
典
文
学
の
妙
旨
に
も
達
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の 

で
あ
ろ
う
。
私
に
は
そ
の
力
量
は
な
い
。
し
か
し
、

一
般
的
に
思
想
表
現
に
種
々
相
あ
る
こ
と
か
ら
思
い
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
。
思 

想
を
発
表
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
論
旨
の
一
貫
を
期
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
組
織
構
成
を
重
ん
ず
る
。
そ
れ
は
多
く
の
著
作
に
お
い 

て
心
が
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
い
え
ば
、
古
来
、
経
文
を
解
す
る
に
科
文
を
尊
べ
る
こ
と
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

さ
れ
ど
経
文
の
構
成
は
哲
学
の
著
作
の
よ
う
な
系
統
を
重
ん
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
哲
学
の
著
作
に
は
前
後
の
矛
盾
の
な
い
よ
う
に
と
期 

す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
、
論
理
の
空
転
に
陥
い
る
所
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
『宗
教
哲
学
骸
骨
』
を
著
作
せ
ら
れ
た
清
沢
満
之 

先
生
も
、
宗
教
心
の
発
表
は
随
筆
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
こ
と
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。

し
か
し
、
思
想
の
発
表
は
論
書
と
随
筆
と
だ
け
で
は
な
い
。
感
情
の
発
露
と
し
て
は
、
詩
歌
が
あ
る
。
印
度
に
お
い
て
も
ギ
リ
シ
ャ
、
 

ロ
ー
マ
に
お
い
て
も
古
代
の
思
想
は
詩
篇
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
意
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代
思
想
の
母
胎
と
な
っ 

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
い
か
に
近
代
思
想
を
生
み
出
し
て
も
、
な
お
く
み
尽
し
が
た
き
泉
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か 

し
て
、
そ
の
詩
篇
を
作
れ
る
古
人
は
、
ま
た
多
く
の
物
語
を
残
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
物
語
に
は
、
物
語
で
な
く
て
は
到
底
現
わ
し 

得
な
い
真
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
物
語
を
以
て
虚
構
で
あ
る
と
考
え
る
者
に
は
到
底
感
ず
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。 

さ
れ
ど
、
そ
の
物
語
こ
そ
は
、
真
理
よ
り
も
真
実
た
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
よ
り
も
真
実
た
る
も
の
で
あ
る
。
ア
ン
デ
ル
セ
ン
は
、
そ
の 

物
語
の
う
ち
に
、
し
ば
し
ば
「
こ
れ
は
本
当
に
あ
っ
た
話
で
す
」
と
い
っ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
あ
る
物
語
を
伝
え
て
、
理
性
あ
る
も
の 

は
、
こ
の
こ
と
を
信
じ
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
信
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
い
る
。
い
づ
れ
も
、
真
実
は
真
理
と 

事
実
と
を
超
え
て
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
現
わ
す
も
の
は
物
語
で
あ
る
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

20



こ
こ
で
は
十
二
部
経
に
お
け
る
本
事
・
本
生
・
因
縁
等
を
思
い
合
わ
す
こ
と
が
で
き
る
。
譬
喩
と
い
っ
て
も
『
法
華
経
』
に
説
く
「
長 

者
火
宅
の
喩
」
や

「
長
者
窮
子
の
喩
」
ら
は
、
物
語
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
ら
は
更
に
思
想
発
表
の
別
の
方
向
を
尋
ね 

て
見
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
行
わ
れ
た
問
答
対
話
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ま
た
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
等
に
よ
り
て
せ
ら
れ
た
独
語
録
が 

あ
る
。
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
十
二
部
経
中
の
仏
自
説
や
論
議
と
は
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
、
少
く
も
、
そ
の 

表
現
方
式
に
お
い
て
思
い
合
わ
さ
れ
て
も
よ
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
わ
れ
ら
は
方
広
・
希
法
と
い
う
こ
と
に
も
、
こ
の
方
式
で
な
く
て
は
表
現
の
で
き
な
い
道
理
が
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
し
め 

ら
れ
る
。

『
大
方
広
仏
華
厳
経
』
は
、
そ
の
代
表
的
な
る
経
典
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
大
詩
篇
は
、
音
楽
を
知
ら
な
い 

も
の
に
は
解
ら
な
い
と
語
れ
る
先
進
が
あ
っ
た
。
覚
者
の
眼
に
映
れ
る
一
如
法
界
は
、
説
く
と
も
尽
き
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は 

ま
た
歌
い
て
も
果
て
ぬ
音
楽
の
境
地
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
読
誦
し
得
な
い
で
他
の
為
に
解
説
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
学
者
の 

識
見
の
貧
し
さ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
の
妙
旨
は
、
た
だ
こ
の
大
方
広
の
境
地
を
見
開
く
こ
と
に
あ
り
と
し
て
も
過
言
で
は
な
い 

の
で
あ
る
。

記
別
は
、
も
と
教
意
の
解
説
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
仏
弟
子
等
の
未
来
に
関
す
る
証
言
を
な
す
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ 

と
で
あ
る
。
(

新
仏
教
辞
典)

し
か
れ
ば
、

そ
れ
は
仏
教
の
真
理
は
伝
承
せ
ら
れ
て
不
滅
な
る
こ
と
を
顕
わ
す
も
の
と
解
し
て
よ
い
の
で 

あ
ろ
う
。
法
身
不
滅
と
い
い
悉
有
仏
性
と
い
う
こ
と
も
、
経
説
の
聴
受
者
に
授
記
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
り
て
物
語
ら
れ
て
い
る
の 

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
記
別
と
い
う
こ
と
は
、
案
外
に
も
重
要
な
る
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
親
鸞
は
弥
勒
菩
薩
へ
の
授
記
に
感
応
し 

て
、
念
仏
者
の
「
臨
終
一
念
の
タ
、
大
般
湼
槃
を
超
証
す
」
る
こ
と
を
喜
べ
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
法
身
常
住
・
悉
有
仏
性
を
骨
子
と
し
て
十
二
部
を
総
合
せ
る
も
の
は
『大
湼
槃
経
』
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
経
に
は
、

ー
 

切
の
仏
教
の
法
義
が
解
説
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

一
切
の
表
現
方
式
を
取
集
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
特
に
こ
の 

経
に
お
い
て
、
六
部
を
信
じ
て
六
部
を
信
じ
な
い
も
の
は
聞
不
具
足
で
あ
る
と
説
か
れ
た
所
以
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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四

こ
こ
で
、
特
に
浄
土
の
経
典
を
思
う
。

『大
無
量
寿
経
』
は

「
如
来
の
本
願
を
説
い
て
経
の
宗
致
と
な
す
。
即
ち
仏
の
名
号
を
以
て
経 

の
体
と
な
す
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
裏
返
せ
ば
、
本
願
為
宗
・
名
号
為
体
で
あ
る
か
ら
真
実
教
で
あ
り
、

『大
無
量
寿
経
』
と
い
わ
れ 

る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
大
」

と
は
普
遍
・
真
実
を
意
味
し
、

「
無
量
寿
」

は
永
遠,

常
住
を
意
味
す
る
が
故
に
、
そ
の 

「
経
」
は
古
今
に
通
じ
東
西
に
施
し
て
、
い
か
な
る
人
の
宗(

こ
こ
ろ)

と
も
な
り
、
体
(

身
に
つ
く)

と
も
な
る
の
で
あ
る
。 

し
か
る
に
、
こ
の
経
に
お
い
て
は
、
そ
の
如
来
の
本
願
は
法
蔵
因
位
の
物
語
と
し
て
説
か
れ
た
。
そ
れ
は
、
法
蔵
菩
薩
を
以
て
如
来
の 

本
願
の
実
行
者
の
一
例
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
方
式
は
『般
若
経
』
の
常
啼
菩
薩
や
『華
厳
経
』
の
善
財
童
子
と
は
全
く
異
る
も 

の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
経
典
に
お
い
て
は
、
物
語
は
物
語
と
し
て
問
題
に
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
さ
れ
ど
法
蔵
因
位
の
物
語
は
、
た
だ
物
語 

で
あ
る
と
し
て
済
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
で
法
蔵
菩
薩
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
も
生
じ
、
種
々
の
領
解
も
現
わ
れ
た
の 

で
あ
る
。

さ
れ
ど
、
い
か
に
解
釈
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
物
語
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
経
の
真
実
は
法
蔵
因
位 

の
物
語
で
な
く
て
は
顕
わ
し
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
種
々
の
解
釈
を
拒
む
も
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
種
々
の
解
釈
を
可
能
な 

ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
物
語
そ
の
も
の
は
、
極
め
て
単
純
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
わ
れ
ら
は
、
真
実
な
る
も
の
は
極 

め
て
単
純
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
て
、
そ
の
単
純-

真
実
な
る
も
の
は
、
た
だ
物
語
る
よ
り
ほ 

か
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
如
来
の
本
願
を
説
く
こ
と
は
、
法
蔵
因
位
の
物
語
と
し
て
説
く
こ
と
の
ほ
か
に
は
な
い
の 

で
あ
る
。

『大
経
』
に
説
く
如
来
の
本
願
は
、
人
間
の
願
と
な
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
人
間
に
か
け
ら
れ
た
る
願
で
あ
る
。
菩
薩
道
の
模 

範
と
な
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
群
生
凡
夫
の
救
わ
れ
る
道
理
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
衆
生
往
生
の
因
果
」
の
成
立
す
る
根
源
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と
し
て
の
「
如
来
浄
土
の
因
果
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
法
蔵
因
位
の
物
語
で
な
く
て
は
、
到
底
顕
わ
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。 

こ
こ
を
以
て
親
鸞
は
「
法
蔵
菩
薩
因
位
時
」
を
忘
れ
ず
、

「
如
来
、

一
切
苦
悩
の
衆
生
海
を
悲
憫
し
て
、
不
可
思
議
兆
載
永
劫
に
於
て
、
 

菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
ひ
し
時:

：:

」
と
領
解
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
即
ち
如
来
の
本
願
は
、
法
蔵
因
位
の
物
語
に
感
知
さ
れ
る
真
実
に
よ
り 

て
信
楽
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
『
大
無
量
寿
経
』
は

「
凡
小
を
哀
ん
で
選
ん
で
功
徳
の
宝
を
施
す
」
た
め
に
物
語
ら
れ
た
る
経
典
で
あ
り
、
そ
れ 

が
す
な
わ
ち
「
群
萌
を
拯
い
ゝ
恵
む
に
真
実
の
利
を
以
て
す
」
る
教
法
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
領
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
な 

け
れ
ば
永
遠
常
住
の
も
の
で
は
な
く
、
普
遍
真
実
の
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
経
典
の
物
語
方
式
は
『観
無
量
寿
経
』
に
お
い
て
も
特
に
明
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
経
の
領
解
の
難
し
さ
は
、
王
宮
の
悲 

劇
を
伝
え
る
序
分
と
、
定
散
十
六
観
を
説
く
正
宗
と
の
対
応
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に' 

こ
の
経
の
釈
家
の
多
く
は
、
悲
劇
の
主
役 

で
あ
る
韋
提
希
を
権
化
の
聖
者
と
し
て
、
十
六
観
の
正
宗
を
聖
道
の
修
行
と
せ
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ど
、
そ
れ
で
は
こ
の 

経
が
物
語
と
し
て
説
か
れ
て
あ
る
意
味
は
全
く
見
失
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
独
り
善
導
の
み
は
、
特
に
こ
の
経
の
序
分
に 

留
意
せ
ら
れ
た
。
韋
提
は
実
業
の
凡
夫
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
散
二
善
と
い
う
も
、
凡
夫
相
応
の
行
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か 

し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
の
み
、
浄
土
の
経
典
た
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
善
導
は
、
必
ず
し
も
王
宮
の
悲
劇
を
以
て
実
伝
と
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
釈
迦
の
在
世
に
、
あ
の
よ
う
な
こ
と
が 

王
舎
城
に
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
さ
れ
ど
『観
経
』
に
説
く
も
の
は
、
そ
の
実
伝
で
は
な
く
、
そ
の
物
語
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
実
伝 

で
あ
る
な
ら
ば
、

『観
経
』
は
、
あ
る
時
、
あ
る
所
で
の
釈
迦
の
説
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は

『観
無
量
寿
経
』
で
あ 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
経
典
と
し
て
今
日
の
わ
れ
ら
に
感
銘
を
与
う
る
所
以
は
、
そ
れ
が
物
語
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
て 

そ
れ
が
物
語
経
典
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
王
舎
城
の
悲
劇
と
い
う
も
、
す
べ
て
は
「
大
聖
お
の
お
の
も
ろ
と
も
に 

凡
愚
底
下
の
つ
み 

び
と
を
逆
悪
も
ら
さ
ぬ
誓
願
に 

方
便
引
入
せ
し
め
け
り
」
と
受
容
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
物
語
的
方
式
は
『
阿
弥
陀
経
』
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
経
は
「
無
問
自
説
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
 

十
二
部
経
中
の
仏
自
説
と
思
い
合
わ
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
れ
ど
、
経
に
お
い
て
感
知
さ
れ
る
こ
と
は
、
仏
が
舎
利
弗
に
対
し
て
物
語 

っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
生
活
の
あ
る
べ
き
道
を
教
訓
し
て
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
浄
土
の
荘
厳
を
物
語
っ
て
、
そ
こ 

へ
の
往
生
を
勧
め
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
れ
ど' 

そ
の
浄
土
を
語
り
、
往
生
を
勧
め
て
い
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
は
、
群
生
凡
夫
に
人
間
生
活
の
あ
る
べ
き
道
を
説
い
て
い
ら
れ
る 

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
直
接
に
人
間
生
活
の
あ
る
べ
き
道
を
説
こ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
到
底
、
是

非

・
善
悪
の
分
別
を
超
え
る
こ
と 

は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
彼
岸
の
世
界
、
そ
れ
の
み
が
人
間
生
活
の
帰
依
処
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
宗
教
の
領
域
で
あ
る
。
し
か
も
、
 

そ
れ
は
物
語
る
よ
り
ほ
か
に
説
き
顕
わ
し
て
見
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
『
阿
弥
陀
経
』
と
し
て
、
特
に
無 

問
自
説
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
尊
い
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

五

こ
う
し
て
浄
土
の
経
典
は
、
す
べ
て
物
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
て
、
そ
の
物
語
と
事
実
と
の
同
異
を
考
え
さ
せ
る
も
の
は 

特

に

『観
経
』
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
い
づ
れ
経
典
史
学
者
の
研
究
題
目
と
も
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
智
者
は
物
語
よ
り 

も
事
実
を
重
ん
ず
る
。
さ
れ
ど
、
凡
人
に
は
事
実
よ
り
も
物
語
に
尊
さ
を
感
じ
る
。
歴
史
は
事
実
の
調
査
で
知
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
な 

い
。
伝
説
は
物
語
に
よ
り
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
、
事
実
か
物
語
か
の
問
題
は
、
釈
迦
伝
の
上
に
も
思
考
せ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
正
確
な
る
釈
迦
伝
と
い
う
も
の
は
、
い
か
な
る
史
学 

者
に
も
明
確
に
せ
ら
れ
て
は
お
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
真
相
を
伝
え
よ
う
と
す
る
学
者
の
良
識
で
は
、
た
だ
釈
迦
と
い
う
人
が
あ
っ
た
と 

い
う
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
相
作
仏
と
い
う
は
已
に
物
語
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
仏
法
と
は
い
か
な
る
も
の 

で
あ
る
か
を
現
わ
す
物
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
法
の
展
開
と
共
に
、
仏
伝
も
ま
た
増
進
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
多
く
の
本
生
経
が'
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そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
大
乗
経
典
は
、
広
い
意
味
に
お
い
て
仏
説
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
仏
伝
で
あ
る 

と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
釈
迦
は
仏
陀
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
現
身
は
法
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
法
身
を
体
と
す 

る
現
身
の
本
地
は
報
身
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
已
に
報
身
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
宿
世
曠
劫
よ
り
菩
薩
の
行
を
修
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
く 

て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
釈
迦
を
仏
陀
と
し
て
追
慕
す
る
も
の
の
当
然
の
純
情
で
あ
り
智
慧
で
あ
る
。 

こ
の
感
知
は
親
鸞
に
お
い
て
も
変
る
こ
と
は
な
い
。
親
鸞
の
著
作
に
は
釈
迦
が
印
度
に
生
れ
た
聖
者
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
な
い
よ
う 

で
あ
る
。
印
度
に
生
れ
た
釈
迦
は
已
に
印
度
に
死
し
て
二
千
余
年
を
経
て
い
る
。
今
さ
ら
そ
の
聖
者
を
学
ぼ
う
と
す
る
に
詮
な
き
こ
と
で 

あ
る
。
さ
れ
ど
此
世
に
出
現
せ
る
教
主
釈
尊
は
、
今
現
に
在
し
て
弥
陀
の
本
願
を
説
い
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
親
鸞
の
領
解
に
よ
り
て
一
切 

衆
生
の
教
主
と
な
る
も
の
は
、
印
度
に
生
れ
た
る
一
聖
者
で
は
な
く
、
世
界
史
上
に
出
現
せ
る
大
聖
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
。 

こ
う
し
て
、
そ
の
一
生
が
、
そ
の
ま
ま
教
法
を
物
語
る
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
こ
と
は' 

多
く
の
高
僧
に
お
い
て
見
ら
れ
る
こ
と
で 

あ
る
。
高
僧
が
後
人
に
追
慕
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
後
人
の
上
に
応
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
追
慕
の
こ
こ
ろ
を
象
徵
す
る
も 

の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
の
応
現
者
で
あ
り
象
徴
者
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
歴
史
的
人
物
と
い
う
性
格
が
あ
る
の 

で
あ
る
。

こ
の
事
例
は
真
宗
の
祖
師
親
鸞
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
も
ま
た
曾
っ
て
は
、
そ
の
実
伝
の
不
明
の
人
と
せ
ら
れ
て
あ 

っ
た
。
覚

如
の
『
御
伝
鈔
』
は
教
義
で
あ
っ
て
伝
記
で
は
な
い
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
今
日
で
は
、
親
鸞
の
事
蹟
も 

明
ら
か
に
な
り
、
同
時
に
「
御
伝
鈔
」
も
ま
た
決
し
て
虚
構
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
い
か 

に
そ
の
事
蹟
が
明
確
に
せ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
親
鸞
そ
の
人
の
精
神
生
活
の
真
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ 

に
は
史
家
の
臆
測
あ
る
を
免
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
改
め
て
親
鶯
伝
と
宗
祖
伝
と
の
別
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
れ
ば
、
そ
の
親
鸞
伝
は
史
家
に
よ
り
て
研
究
さ
れ 

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
宗
祖
伝
と
は
物
語
と
し
て
伝
説
さ
れ
た
も
の
と
い
う
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
『御
伝
鈔
』
は
教
義
で
も
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あ
り
、
伝
記
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
れ
は
親
鸞
伝
に
よ
り
て
宗
祖
伝
を
解
消
す
る
こ
と
で
は 

な
く
、
か
え
っ
て
宗
祖
伝
の
う
ち
に
親
鸞
伝
を
摂
取
す
る
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
真
宗
の
祖
師
と
し
て
の
親 

鸞
を
知
る
こ
と
は
で
き
ぬ
の
で
・
あ
る
。

し
か
し
て
、
そ
の
宗
祖
伝
こ
そ
は
、
真
宗
の
教
法
と
共
に
物
語
り
う
べ
き
親
鸞
で
あ
る
。
そ
の
教
法
と
物
語
と
の
関
係
は
、
特
に
真
宗 

に
お
い
て
重
要
な
る
も
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
高
僧
の
著
作
も
、
そ
の
人
を
想
念
せ
し
め
る
に
違
い
は
な
い
。
さ
れ
ど
、
そ
の
想
念
せ
ら 

れ
る
人
に
は
著
作
を
読
む
わ
れ
ら
と
の
間
に
あ
る
距
離
を
感
ぜ
し
め
る
。
し
か
る
に
親
鸞
に
対
し
て
は
敬
慕
の
う
ち
に
も
言
い
知
れ
ぬ
親 

し
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
群
生
の
救
わ
れ
る
教
法
を
説
か
れ
し
そ
の
人
こ
そ
、
真
に
群
生
の
こ
こ
ろ
を
知
っ
て
い
ら
れ
た
か
ら
で
は 

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
真
宗
の
教
法
を
聞
思
す
る
も
の
は
、
宗
祖
親
鸞
の
生
涯
を
偲
い
、
そ
れ
に
よ
り
て
本
願
念
仏
の
行
信
も
相
続 

せ
ら
れ
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
て
思
う
に
『
歎
異
抄
』
が
特
に
わ
れ
ら
の
心
を
ひ
く
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
書
は
「
故
親
鸞
聖
人
の 

御
物
語
の
趣
、
耳
の
底
に
留
ま
る
所
い
さ
さ
か
之
を
註
す
」
も
の
で
あ
る
。
そ
の
物
語
ら
れ
た
も
の
は
本
願
念
仏
の
法
で
あ
る
に
違
い
は 

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
物
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
親
鸞
の
心
境
を
表
白
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ 

れ
は
単
な
る
知
識
を
以
て
了
解
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
言
を
ま
た
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
『歎
異
抄
』
は
親 

鸞
の
自
叙
伝
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
各
章
の
物
語
の
根
低
に
は
親
鸞
の
人
生
経
験
が
感
知
せ
ら
れ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
聞
く
者
の
「
耳 

の
底
に
留
」

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
物
語
で
な
く
て
は
現
わ
し
得
な
い
教
法
、
そ
れ
が
仏
祖
伝
統
の
真
宗
で
あ
っ
た
。

〈昭
利
一
ー
元
ら
人)
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