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極
楽
の
東
門
に
　
向
ふ
難
波
の
西
の
海
　
入
り
日
の
影
も
　
舞
ふ
と
か
や

渡
来
文
化
が
、
渡
来
当
時
の
姿
を
さ
な
が
ら
持
ち
伝
へ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
な

が
ら
、
い
つ
か
内
容
は
、
我
が
国
生
得
の
も
の
と
入
り
か
は
つ
て
ゐ
る
。
さ

う
し
た
例
の
一
つ
と
し
て
、
日
本
人
の
考
へ
た
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
由
来

と
、
之
が
書
き
た
く
な
つ
た
、
私
一
個
の
事
情
を
こ
ゝ
に
書
き
つ
け
る
。

「
山
越
し
の
弥
陀
を
め
ぐ
る
不
思
議
」
　
　
大
体
か
う
言
ふ
表
題
だ
つ
た
と

思
ふ
。
美
術
雑
誌
か
何
か
に
出
た
の
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
抜
き
刷
り
を
、
人

か
ら
貰
う
て
読
ん
だ
の
は
、
何
で
も
、
昭
和
の
初
め
の
こ
と
だ
つ
た
。
大
倉

粂
馬
さ
ん
と
い
ふ
人
の
書
か
れ
た
も
の
で
、
大
倉
集
古
館
に
を
さ
ま
つ
て
居

る
、
冷
泉
為
恭
筆
の
阿
弥
陀
来
迎
図
に
つ
い
て
の
、
思
ひ
出
し
咄
だ
つ
た
。
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不
思
議
と
思
へ
ば
不
思
議
、
何
で
も
な
い
と
言
へ
ば
何
の
こ
と
も
な
さ
ゝ
う

な
事
実
譚
で
あ
る
。
だ
が
な
る
ほ
ど
、
大
正
の
あ
の
地
震
に
遭
う
て
焼
け
た

も
の
と
思
ひ
こ
ん
で
居
た
の
が
、
偶
然
助
か
つ
て
居
た
と
す
れ
ば
、
関
係
深

い
人
々
に
と
つ
て
は
、
　
　
こ
れ
に
色
ん
な
聯
想
も
つ
き
添
ふ
と
す
れ
ば
、

奇
蹟
談
の
緒
口
に
も
な
り
さ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
喜
八
郎
老
人
の
、
何
の
気

な
し
に
買
う
て
置
い
た
も
の
が
、
為
恭
の
だ
と
知
れ
、
其
上
、
そ
の
絵
か
き

　
　
為
恭
の
、
画
人
と
し
て
の
経
歴
を
知
つ
て
見
る
と
、
絵
に
味
ひ
が
加
つ

て
、
愈
、
何
だ
か
因
縁
ら
し
い
も
の
ゝ
感
じ
ら
れ
て
来
る
の
も
、
無
理
は
な

い
。

古
代
仏
画
を
摸
写
し
た
こ
と
の
あ
る
、
大
和
絵
出
の
人
の
絵
に
は
、
ど
う
し

て
も
出
て
来
ず
に
は
居
ぬ
、
極
度
な
感
覚
風
な
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
宗
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教
画
に
限
つ
て
、
何
と
な
く
ひ
そ
か
に
、
愉
楽
し
て
ゐ
る
や
う
な
領
域
が
あ

る
の
で
あ
る
。
近
く
は
、
吉
川
霊
華
を
見
る
と
、
あ
の
人
の
閲
歴
に
不
似
合

ひ
だ
と
思
は
れ
る
ほ
ど
濃
い
人
間
の
官
能
が
、
む
つ
と
す
る
位
つ
き
ま
と
う

て
居
る
の
に
、
気
の
つ
い
た
人
は
あ
ら
う
と
思
ふ
。
為
恭
に
も
、
同
じ
理
由

か
ら
出
た
、
お
な
じ
気
持
ち
　
　
音
楽
な
ら
主
題
と
い
ふ
べ
き
も
の
　
　
が

出
て
ゐ
る
。
私
は
、
此
絵
の
震
火
を
の
が
れ
る
き
つ
か
け
を
作
つ
た
籾
山
半

三
郎
さ
ん
ほ
ど
の
熱
意
が
な
い
と
見
え
て
、
い
ま
だ
に
集
古
館
へ
、
こ
の
絵

を
見
せ
て
貰
ひ
に
出
か
け
て
居
ぬ
。
話
は
、
か
う
で
あ
る
。
あ
る
日
、
一
人

の
紳
士
が
集
古
館
へ
現
れ
た
。
此
画
は
、
ゆ
つ
く
り
拝
見
し
た
い
か
ら
、
別

の
処
へ
出
し
て
置
い
て
頂
き
た
い
と
頼
ん
で
帰
つ
た
。
其
と
ほ
り
は
か
ら
う

て
、
そ
の
ま
ゝ
地
震
の
日
が
来
て
、
忘
れ
た
ま
ゝ
に
、
時
が
過
ぎ
た
、
と
此
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れ
が
発
端
で
あ
る
。
正
シ
ヤ
ウの
物
を
見
た
ら
、
こ
れ
は
ほ
ん
た
う
に
驚
く
の
か
も

知
れ
ぬ
が
、
写
真
だ
け
で
は
、
立
体
感
を
強
ひ
る
や
う
な
線
ば
か
り
が
印
象

し
て
、
そ
れ
に
、
む
つ
ち
り
と
し
た
肉シヽ
お
き
ば
か
り
を
考
へ
て
描
い
て
ゐ
る

や
う
な
気
が
し
て
、
む
や
み
に
僧
房
式
な
近
代
感
を
受
け
て
為
方
が
な
か
つ

た
。
其
に
、
此
は
よ
い
こ
と
ゝ
も
わ
る
い
こ
と
ゝ
も
、
私
な
ど
に
は
断
言
は

出
来
ぬ
が
、
仏
像
を
越
し
て
表
現
せ
ら
れ
た
人
間
と
い
ふ
感
じ
が
強
過
ぎ
は

し
な
か
つ
た
か
、
と
今
も
思
う
て
ゐ
る
。

こ
の
絵
は
、
弥
陀
仏
の
腰
か
ら
下
は
、
山
の
端
に
隠
れ
て
、
其
か
ら
前
の
画

面
は
、
す
つ
か
り
自
然
描
写
　
　
と
い
ふ
よ
り
も
、
壺
前
栽
を
描
い
た
と
い

ふ
や
う
な
図
ど
り
で
あ
る
。
一
番
心
の
打
た
れ
る
の
は
、
山
の
外
輪
に
添
う

て
立
ち
並
ぶ
峰
の
松
原
で
あ
る
。
そ
の
松
原
ご
し
に
、
阿
弥
陀
は
出
現
し
て
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ゐ
る
訣
で
あ
つ
た
。
十
五
夜
の
山
の
端
か
ら
、
月
の
上
つ
て
来
る
の
を
待
ち

つ
け
た
気
持
ち
で
あ
る
。
下
は
紅
葉
が
あ
つ
た
り
、
滝
を
あ
し
ら
つ
た
り
し

て
、
古
く
か
ら
の
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
約
束
を
、
活
さ
う
と
し
た
古
典
絵

家
の
意
趣
は
、
併
し
な
が
ら
、
よ
く
現
れ
て
ゐ
る
。

此
は
、
為
恭
の
日
記
に
よ
る
と
、
紀
州
根
来
に
隠
れ
て
居
た
時
の
作
物
で
あ

り
、
又
絵
の
上
端
に
押
し
た
置
き
式
紙
の
処
に
書
い
た
歌
か
ら
見
て
も
、
阿

弥
陀
の
霊
験
に
よ
つ
て
今
ま
で
遁
れ
て
来
た
身
を
、
更
に
救
う
て
頂
き
た
い
、

と
い
ふ
風
の
熱
情
を
思
ひ
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
だ
か
ら
、
漫
然
と
描
い
た

も
の
で
は
な
か
つ
た
と
謂
へ
る
。
心
願
を
持
つ
て
、
此
は
描
い
た
も
の
な
の

だ
。
其
に
し
て
は
絵
様
は
、
如
何
に
も
、
古
典
派
の
大
和
絵
師
の
行
き
さ
う

な
楽
し
い
道
を
と
つ
て
ゐ
る
。
勿
論
、
個
人
と
し
て
の
苦
悶
の
痕
な
ど
が
、
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さ
う
〳
〵
、
絵
の
動
機
に
浮
ん
で
見
え
る
こ
と
は
、
あ
る
筈
が
な
い
。
絵
は

絵
、
思
ひ
ご
と
は
思
ひ
ご
と
ゝ
、
別
々
に
見
る
べ
き
も
の
な
る
こ
と
は
知
れ

て
ゐ
る
。
為
恭
は
、
こ
の
絵
を
寺
に
留
め
て
置
い
て
、
出
か
け
た
旅
で
、
浪

士
の
刃
に
、
落
命
し
た
の
で
あ
つ
た
。

今
か
う
し
て
、
写
真
を
思
ひ
出
し
て
見
る
と
、
弥
陀
の
腰
か
ら
下
を
没
し
て

ゐ
る
山
の
端
の
峰
の
松
原
は
、
如
何
に
も
、
写
実
風
の
か
き
方
が
し
て
あ
つ

た
や
う
だ
。
さ
う
し
て
、
誰
で
も
、
か
う
い
ふ
山
の
端
を
仰
い
だ
記
憶
は
、

思
ひ
起
し
さ
う
な
気
の
す
る
図
ど
り
で
あ
つ
た
。
大
和
絵
師
は
、
人
物
よ
り

も
、
自
然
、
装
束
の
色
よ
り
も
、
前
栽
の
花
や
枝
を
か
く
と
、
些
し
の
不
安

も
な
い
も
の
で
あ
る
。

私
に
も
、
二
十
年
も
前
に
根
来
・
粉
川
あ
た
り
の
寺
の
庭
か
ら
仰
い
だ 

風  

カ
ザ
ラ
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猛 ギ
山
一
帯
の
峰
の
松
原
が
思
ひ
出
さ
れ
て
、
何
か
せ﹅
つ﹅
な﹅
い﹅
気
が
し
た
。

滝
や
、
紅
葉
の
あ
る
前
景
は
、
此
と
て
、
何
処
に
も
あ
る
と
い
ふ
よ
り
、
大

和
絵
の
常
の
型
に
過
ぎ
ぬ
が
、
山
の
林
泉
の
姿
が
、
結
局
調
和
し
て
、
根
来

寺
あ
た
り
の
閑
居
の
感
じ
に
、
適
し
て
居
る
気
が
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

さ
て
其
後
、
大
倉
集
古
館
で
は
、
何
と
い
ふ
こ
と
な
く
、
掛
け
て
置
い
た
と

こ
ろ
が
、
そ
の
地
震
前
日
の
紳
士
が
、
ふ
ら
り
と
姿
を
顕
し
て
実
は
之
を
別

の
処
に
出
し
て
置
い
て
、
静
か
に
拝
ま
し
て
く
れ
と
い
う
た
の
は
、
自
分
だ

つ
た
と
名
の
る
と
い
ふ
後
日
譚
に
な
り
、
其
が
、
籾
山
さ
ん
だ
つ
た
と
い
ふ

事
に
な
つ
て
、
又
一
つ
不
思
議
が
つ
き
添
う
て
来
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
此
と
て
も
、
あ
り
さ
う
な
事
が
、
狭
い
紳
士
た
ち
の
世
間
に
現
れ

て
来
た
為
に
、
知
遇
の
縁
ら
し
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
た
に
過
ぎ
ぬ
。
が
、
大
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倉
一
族
の
人
々
が
、
此
ほ
ど
不
思
議
が
つ
た
と
い
ふ
の
に
は
、
理
由
ら
し
い

も
の
が
ま
だ
外
に
あ
る
の
で
あ
つ
た
。
事
に
絡
ん
で
、
こ
れ
は
〳
〵
と
驚
く

と
同
時
に
、
山
越
し
の
弥
陀
の
信
仰
が
保
つ
て
来
た
記
憶
　
　
さ
う
言
ふ
も

の
が
、
漠
然
と
、
此
人
々
の
心
に
浮
ん
だ
も
の
、
と
思
う
て
も
よ
い
だ
ら
う
。

一
家
の
中
に
も
、
喜
六
郎
君
な
ど
は
、
暫
時
な
が
ら
教
へ
も
し
、
聴
き
も
し

た
仲
だ
か
ら
、
外
の
族
人
よ
り
は
、
こ
の
咄
の
と
ほ
り
も
よ
い
だ
ら
う
。

ど
ん
な
不
思
議
よ
り
も
、
我
々
の
、
山
越
し
の
弥
陀
を
持
つ
や
う
に
な
つ
た

過
去
の
因
縁
ほ
ど
、
不
思
議
な
も
の
は
ま
づ
少
い
。
誰
ひ
と
り
説
き
明
す
こ

と
な
し
に
過
ぎ
て
来
た
画
因
が
、
為
恭
の
絵
を
借
り
て
、
ゑ﹅
と﹅
き﹅
を
促
す
や

う
に
現
れ
て
来
た
も
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
そ
ん
な
気
が
す
る
。

私
は
か
う
い
ふ
方
へ
不
思
議
感
を
導
く
。
集
古
館
の
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
が
、
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一
つ
の
不
思
議
を
呼
び
起
し
た
と
い
ふ
よ
り
も
、
あ
の
弥
陀
来
迎
図
を
廻
つ

て
、
日
本
人
が
持
つ
て
来
た
神
秘
感
の
源
頭
が
、
震
火
の
動
揺
に
刺
激
せ
ら

れ
て
、
目
立
つ
て
来
た
と
い
ふ
方
が
、
ほ
ん
た
う
ら
し
い
。

な
ぜ
こ
の
特
殊
な
弥
陀
像
が
、
我
々
の
国
の
芸
術
遺
産
と
し
て
残
る
様
に
な

つ
た
か
、
其
解
き
棄
て
に
な
つ
た
不
審
が
、
い
つ
ま
で
も
、
民
族
の
宗
教
心

・
審
美
観
な
ど
ゝ
い
へ
ば
大
げ
さ
だ
が
、
何
か
の
き
つ
か
け
に
は
、
駭
然
と

し
て
目
を
覚
ま
す
、
さ
う
謂
つ
た
あ
り
様
に
、
お
か
れ
て
あ
つ
た
の
で
は
な

い
か
。
だ
か
ら
事
に
触
れ
て
、
思
ひ
が
け
な
く
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
さ
う

思
へ
ば
、
集
古
館
の
不
思
議
ど
こ
ろ
で
な
く
、
以
前
に
は
、
も
つ
と
屡
、
さ

う
言
ふ
宗
教
心
を
衝
激
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。
手
近
い
と
こ
ろ

で
は
、
私
の
別
に
も
の
し
た
中
将
姫
の
物
語
の
出
生
な
ど
も
、
新
し
い
事
は
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新
し
い
が
、
一
つ
の
適
例
と
言
ふ
点
で
は
、
疑
ひ
も
な
く
、
新
し
い
一
つ
の

例
を
作
つ
た
訣
な
の
で
あ
る
。

だ
が
其
後
、
を
り
〳
〵
の
感
じ
と
い
ふ
も
の
が
あ
つ
て
、
こ
れ
を
書
く
や
う

に
な
つ
た
動
機
の
、
私
ど
も
の
意
識
の
上
に
出
な
か
つ
た
部
分
が
、
可
な
り

深
く
潜
ん
で
ゐ
さ
う
な
事
に
気
が
つ
い
て
来
た
。
そ
れ
が
段
々
、
姿
を
見
せ

て
来
て
、
何
か
お
も
し
ろ
を
か
し
げ
に
も
あ
り
、
気
味
の
わ
る
い
処
も
あ
つ

た
り
し
て
、
私
だ
け
に
と
ゞ
ま
る
分
解
だ
け
で
も
、
試
み
て
お
き
た
く
な
つ

た
の
で
あ
る
。
今
、
こ
の
物
語
の
訂
正
を
し
て
居
て
、
ひ
よ
つ
と
、
か
う
言

ふ
場
合
に
は
、
そ
れ
が
出
来
る
の
か
も
知
れ
ぬ
と
い
ふ
気
が
し
た
。
　
　
其

だ
け
の
理
由
で
、
し
か
も
、
か
う
書
い
て
ゐ
る
こ
と
が
、
果
し
て
ぴ
つ
た
り
、

自
分
の
心
の
、
深
く
、
重
た
く
折
り
重
つ
た
層
を
、
か
ら
り
〳
〵
と
跳
ね
の
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け
て
、
は
つ
き
り
単
純
な
姿
に
し
て
見
せ
る
か
、
ど
う
か
も
そ
れ
は
訣
ら
ぬ

の
で
あ
る
。

日
本
人
総
体
の
精
神
分
析
の
一
部
に
当
る
こ
と
を
す
る
様
な
事
に
な
る
か
も

知
れ
ぬ
。
だ
が
決
し
て
、
私
自
身
の
精
神
を
、
分
析
し
よ
う
な
ど
ゝ
は
思
う

て
も
居
ぬ
し
、
又
そ
ん
な
演
繹
式
な
結
果
な
ら
、
し
て
見
ぬ
先
か
ら
訣
つ
て

ゐ
る
や
う
な
気
も
す
る
の
だ
か
ら
、
一
向
し
て
見
る
だ
け
の
気
の
り
も
せ
な

ん
だ
の
で
あ
る
。

私
の
物
語
な
ど
も
、
謂
は
ゞ
、
一
つ
の
山
越
し
の
弥
陀
を
め
ぐ
る
小
説
、
と

い
つ
て
も
よ
い
作
物
な
の
で
あ
る
。
私
に
は
ど
う
も
、
気
の
多
い
癖
に
、
又

一
つ
事
に
執
す
る
癖
が
あ
り
す
ぎ
る
や
う
で
あ
る
。
だ
が
、
さ
う
言
う
て
は

う﹅
そ﹅
に
な
る
。
何
事
に
も
飽
き
易
く
、
物
事
を
遂
げ
た
こ
と
の
な
い
人
間
な
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の
だ
け
れ
ど
、
要
す
る
に
努
力
感
な
し
に
何
時
ま
で
も
、
ず
る
〳
〵
べ
つ
た

り
に
、
く
つ
ゝ
い
て
離
れ
ぬ
と
い
ふ
、
ふ
み
き
り
が
わ
る
い
と
言
は
う
か
、

未
練
不
覚
の
人
間
と
い
は
う
か
、
と
も
か
く
時
に
は
、
驚
く
ば
か
り
一
つ
事

に
、
か
ゝ
は
つ
て
ゐ
る
。
旅
行
な
ど
も
、
こ
れ
で
わ
り
に
す
る
方
の
部
に
入

る
ら
し
い
が
、
一
つ
地
方
に
ば
か
り
行
く
癖
が
あ
つ
て
、
今
ま
で
に
費
し
た

日
数
と
、
入
費
を
か
け
れ
ば
、
凡
日
本
の
奥
在
家
・
島
陰
の
村
々
ま
で
も
、

あ
ら
か
た
は
歩
い
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
そ﹅
れ﹅
が
さ
う
な
つ
て
居
ぬ
の
は
、
出

た
と
こ
勝
負
に
物
を
す
る
と
い
ふ
思
慮
の
浅
さ
と
、
前
以
て
も
の
を
考
へ
る

こ
と
を
、
大
儀
に
思
ふ
と
こ
ろ
か
ら
来
る
の
は
勿
論
だ
が
、
ど
う
も
一
つ
事

か
ら
、
容
易
に
、
気
分
の
離
れ
ぬ
と
言
ふ
性
分
が
、
も﹅
と﹅
に
な
つ
て
ゐ
る
様

で
あ
る
。
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さ
て
、
今
覚
え
て
ゐ
る
所
で
は
、
私
の
中
将
姫
の
事
を
書
き
出
し
た
の
は
、

「
神
の
嫁
」
と
い
ふ
短
篇
未
完
の
も
の
が
は
じ
め
で
あ
る
。
此
は
大
正
十
年

時
分
に
、
ほ
ん
の
百
行
足
ら
ず
の
分
量
を
書
い
た
き
り
、
そ
の
ま
ゝ
に
な
つ

て
ゐ
る
。
が
、
横
佩
垣
内
の
大
臣
家
の
姫
の
失
踪
事
件
を
書
か
う
と
し
て
、

尻
き
れ
と
ん
ぼ
う
に
な
つ
た
。
そ
の
時
の
構
図
は
、
凡
け
ろ
り
と
忘
れ
た
や

う
な
あ
り
様
だ
が
、
藕
糸
曼
陀
羅
に
は
、
結
び
つ
け
よ
う
と
は
し
て
は
居
な

か
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

そ
の
後
も
ど
う
か
す
る
と
、
之
を
書
き
つ
が
う
と
す
る
の
か
、
出
直
し
て
見

よ
う
と
言
ふ
の
か
、
と
も
か
く
も
い
ろ
〳
〵
な
発
足
点
を
作
つ
て
、
書
き
か

け
た
も
の
が
、
幾
つ
か
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
、
今
度
の
ゑ
ぢ
ぷ
と
も
ど
き
の

本
が
、
最
後
に
出
て
来
た
の
で
あ
る
。
別
に
、
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
ふ
ほ
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ど
の
動
機
が
あ
つ
た
と
も
、
今
で
は
考
へ
浮
ば
ぬ
が
、
何
で
も
、
少
し
興
が

浮
び
か
け
て
居
た
と
い
ふ
の
が
、
何
と
も
名
状
の
出
来
ぬ
、
こ
ぐ
ら
か
つ
た

や
う
な
夢
を
あ
る
朝
見
た
。
さ
う
し
て
こ
れ
が
書
い
て
見
た
か
つ
た
の
だ
。

書
い
て
ゐ
る
中
に
、
夢
の
中
の
自
分
の
身
が
、
い
つ
か
、
中
将
姫
の
上
に
な

つ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
だ
か
ら
私
か
ら
言
へ
ば
、
よ
ほ
ど
易
い
路
へ
逃
げ

こ
ん
だ
や
う
な
気
が
、
今
に
お
き
し
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
、
亡
く
な
つ
た
森

田
武
彦
君
と
い
ふ
人
の
奨
め
で
、
俄
か
に
情
熱
ら
し
い
も
の
が
出
て
来
て
、

年
の
暮
れ
に
箱
根
、
年
あ
け
て
伊
豆
大
仁
な
ど
に
籠
つ
て
書
い
た
の
が
、
大

部
分
で
あ
つ
た
。
は
じ
め
は
、
此
書
き
物
の
脇
役
に
な
る
滋
賀
津
彦
に
絡
ん

だ
部
分
が
、
日
本
の
「
死
者
の
書
」
見
た
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
こ

れ
へ
、
聯
想
を
誘
ふ
為
に
、
「
穆
天
子
伝
」
の
一
部
を
書
き
出
し
に
添
へ
て
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出
し
た
。
さ
う
し
て
表
題
を
少
し
ひ
ね
つ
て
つ
け
て
見
た
。
か
う
す
る
と
、

倭
・
漢
・
洋
の
死
者
の
書
の
趣
き
が
重
つ
て
来
る
様
で
、
自
分
だ
け
に
は
、

気
が
よ
か
つ
た
の
で
あ
る
。

さ
う
す
る
事
が
亦
、
何
と
も
知
れ
ぬ
か
の
昔
の
人
の
夢
を
私
に
見
せ
た
古
い

故
人
の
為
の
罪
障
消
滅
の
営
み
に
も
あ
た
り
、
供
養
に
も
な
る
と
い
ふ
様
な

気
が
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
書
い
て
ゐ
る
内
の
相
当
な
時
間
、
そ
の
間
に
一

つ
も
、
心
に
浮
ば
な
ん
だ
事
で
、
出
来
上
つ
て
後
、
段
々
あ
り
〳
〵
と
思
ひ

出
さ
れ
て
来
た
色
々
の
事
。
ま
る
で
、
精
神
分
析
に
関
聯
し
た
事
の
や
う
で

も
あ
る
が
、
潜
在
し
た
知
識
を
扱
ふ
の
だ
か
ら
、
其
と
は
別
だ
ら
う
。
が
元

々
、
覚
め
て
ゐ
て
、
こ
ん
な
白
日
夢
を
濫
書
す
る
の
は
、
あ
る
感
情
が
潜
在

し
て
ゐ
る
か
ら
だ
、
と
言
は
れ
ゝ
ば
、
相
当
病
心
理
研
究
の
材
料
に
な
る
か
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も
し
れ
ぬ
。
が
、
私
の
す
る
の
は
、
其
と
は
、
違
ふ
つ
も
り
で
あ
る
。
も
つ

と
し
か
つ
め
ら
し
い
顔
を
し
て
、
仔
細
ら
し
い
事
を
言
は
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
書
か
ぬ
先
か
ら
、
余
計
な
事
だ
と
言
は
れ
さ
う
な
気
お
く
れ

が
す
る
。

ま
づ
第
一
に
、
私
の
心
の
上
の
重
ね
写
真
は
、
大
し
た
問
題
に
す
る
が
も
の

は
な
い
。
も
つ
と
〳
〵
重
大
な
の
は
、
日
本
人
の
持
つ
て
来
た
、
い
ろ
〳
〵

な
知
識
の
映
像
の
、
重
つ
て
焼
き
つ
け
ら
れ
て
来
た
民
俗
で
あ
る
。
其
か
ら

其
間
を
縫
う
て
、
尤
ら
し
い
儀
式
・
信
仰
に
し
あ
げ
る
為
に
、
民
俗
々
々
に

は
た
ら
い
た
内
存
・
外
来
の
高
等
な
学
の
智
慧
で
あ
る
。

当
麻
信
仰
に
は
、
妙
に
不
思
議
な
尼
や
、
何
と
も
わ
か
ら
ぬ
化
身
の
人
が
出

る
。
謡
の
「
当
麻
」
に
も
、
又
其
と
一
向
関
係
も
な
い
ら
し
い
も
の
で
謂
つ
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て
も
、
「
朝
顔
の
露
の
宮
」
、
あ
れ
な
ど
に
も
、
や
は
り
化ケ
尼ニ
が
出
て
来
る
。

曼
陀
羅
縁
起
以
来
の
繋
り
あ
ひ
ら
し
い
。
私
の
場
合
も
、
語
部
の
姥
が
、
後

に
化
尼
の
役
に
な
つ
て
来
て
ゐ
る
。
此
な
ど
は
、
確
か
に
意
識
し
て
書
い
た

や
う
に
覚
え
て
ゐ
る
。
そ
の
発
端
に
何
と
い
ふ
こ
と
な
し
に
、
ふ
つ
と
結
び

つ
い
て
来
た
の
だ
か
ら
、
や
は
り
さ
う
言
ふ
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
。
が
、

人
に
よ
つ
て
は
、
時
が
た
て
ば
私
自
身
に
も
、
私
の
無
意
識
か
ら
出
た
化
尼

と
し
て
、
原
因
を
こ
ゝ
に
求
め
さ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
も
、

実
際
そ
ん
な
風
に
計
画
し
て
書
い
て
行
く
と
、
歴
史
小
説
と
い
ふ
も
の
は
、

合
理
臭
い
書
き
物
か
ら
、
一
歩
も
出
ぬ
も
の
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。

岡
本
綺
堂
の
史
劇
と
い
ふ
も
の
は
、
歴
史
の
筋
は
追
う
て
ゐ
て
も
、
如
何
に

も
、
そ
れ
自
体
、
微
弱
感
を
起
さ
せ
る
歴
史
で
あ
つ
た
。
其
代
り
に
、
読
本
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作
者
の
し
た
様
な
、
史
実
或
は
伝
説
な
ど
の
合
理
化
を
、
行
つ
て
見
せ
た
。

そ
の
同
じ
程
度
の
知
識
は
、
多
く
の
見
物
に
も
予
期
出
来
る
も
の
で
あ
つ
て
、

さ
う
し
た
人
達
は
、
見
る
と
同
時
に
、
作
者
の
計
画
を
納
得
す
る
と
い
ふ
風

に
出
来
て
ゐ
た
。
其
が
、
綺
堂
の
新
歌
舞
伎
狂
言
の
行
は
れ
た
理
由
の
一
つ

で
も
あ
つ
た
。
何
し
ろ
、
作
者
と
、
読
者
・
見
物
と
並
行
し
て
ゐ
る
と
い
ふ

事
は
、
大
衆
を
相
手
に
す
る
場
合
に
は
、
余
程
強
み
に
な
る
ら
し
い
。
そ
の

書
き
物
も
、
其
が
歴
史
小
説
と
見
ら
れ
る
側
に
は
十
分
、
読
本
作
者
や
、
戯

曲
に
お
け
る
岡
本
綺
堂
が
顔
を
出
し
て
居
る
。
だ
が
、
私
共
の
書
い
た
物
は
、

歴
史
に
若
干
関
係
あ
る
や
う
に
見
え
よ
う
が
、
謂
は
ゞ
近
代
小
説
で
あ
る
。

併
し
、
舞
台
を
歴
史
に
と
つ
た
ゞ
け
の
、
近
代
小
説
と
い
ふ
の
で
も
な
い
。

近
代
観
に
映
じ
た
、
あ
る
時
期
の
古
代
生
活
と
で
も
い
ふ
も
の
で
あ
ら
う
。
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老
語
部
を
登
場
さ
せ
た
の
は
、
何
も
之
を
出
し
た
方
が
、
読
者
の
知
識
を
利

用
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
と
言
ふ
の
で
は
な
い
。
殆
無
意
識
に
出
て
来
る

類
型
と
択
ぶ
所
の
な
い
程
度
で
、
化
尼
に
な
る
前
型
ら
し
い
も
の
で
も
感
じ

て
貰
へ
れ
ば
よ
い
と
思
う
た
の
だ
。
こ
ん
な
事
を
わ
ざ
〳
〵
書
い
て
お
く
の

は
、
此
後
に
出
て
来
る
数
条
の
潜
在
す
る
も
の
ゝ
は
た
ら
き
と
、
自
分
自
身

混
乱
せ
ぬ
や
う
、
自
分
に
言
ひ
聞
か
せ
る
や
う
な
気
持
ち
で
す
る
訣
で
あ
る
。

称
讃
浄
土
仏  

摂  

受  

経  

セ
フ
ジ
ユ
ギ
ヤ
ウ

を
、
姫
が
読
ん
で
居
た
と
し
た
の
は
、
後
に
出
て

来
る
当
麻
曼
陀
羅
の
説
明
に
役
立
て
よ
う
と
言
ふ
考
へ
な
ど
は
ち
つ
と
も
な

か
つ
た
。
唯
、
こ
の
時
代
に
よ
く
読
誦
せ
ら
れ
、
写
経
せ
ら
れ
た
簡
易
な
経

文
で
あ
つ
た
と
言
ふ
の
と
、
一
つ
は
有
名
な
遺
物
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
此
経
は
、
奈
良
朝
だ
け
の
こ
と
で
は
な
か
つ
た
。
平
安
の
京
に
な
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つ
て
も
、
慧
心
僧
都
の
根
本
信
念
は
、
此
経
か
ら
来
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
の

で
あ
る
。
た
ゞ
、
伝
説
だ
け
の
話
で
は
、
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

此
聖
生
れ
は
、
大
和
葛
上
郡
　
　
北
葛
城
郡
　
　
当
麻
村
と
い
ふ
が
、
委
し

く
は
首
邑
当
麻
を
離
る
ゝ
こ
と
、
東
北
二
里
弱
の
狐
井
・
五
位
堂
の
あ
た
り

で
あ
つ
た
ら
し
い
。
と
も
か
く
も
、
日
夕
二
上
山
の
姿
を
仰
ぐ
程
、
頃
合
ひ

な
距
離
の
土
地
で
、
成
人
し
た
の
は
事
実
で
あ
つ
た
。

こ
ゝ
に
予
め
言
う
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
表
題
は
如
何
と
も
あ
れ
、
私

は
別
に
、
山
越
し
の
弥
陀
の
図
の
成
立
史
を
考
へ
よ
う
と
す
る
つ
も
り
で
も

な
け
れ
ば
、
ま
た
私
の
書
き
物
に
出
て
来
る
「
死
者
」
の
俤
が
、
藤
原
南
家

郎
女
の
目
に
、
阿
弥
陀
仏
と
も
言
ふ
べ
き
端
厳
微
妙
な
姿
と
現
じ
た
と
言
ふ

空
想
の
拠
り
所
を
、
聖
衆
来
迎
図
に
出
た
も
の
だ
、
と
言
は
う
と
す
る
の
で
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も
な
い
。
そ
ん
な
も
の
〳
〵
し
い
企
て
は
、
最
初
か
ら
、
し
て
も
居
ぬ
。
た
ゞ

山
越
し
の
弥
陀
像
や
、
彼
岸
中
日
の
日
想
観
の
風
習
が
、
日
本
固
有
の
も
の

と
し
て
、
深
く
仏
者
の
懐
に
採
り
入
れ
ら
れ
て
来
た
こ
と
が
、
ち
つ
と
で
も

訣
つ
て
貰
へ
れ
ば
、
と
考
へ
て
ゐ
た
。

四
天
王
寺
西
門
は
、
昔
か
ら
謂
は
れ
て
ゐ
る
、
極
楽
東
門
に
向
つ
て
ゐ
る
と

こ
ろ
で
、
彼
岸
の
夕
、
西
の
方
海
遠
く
入
る
日
を
拝
む
人
の 

群  

集 

ク
ン
ジ
ユ

し
た
こ

と
、
凡
七
百
年
ほ
ど
の
歴
史
を
経
て
、
今
も
尚
若
干
の
人
々
は
、
淡
路
の
島

は
愚
か
、
海
の
波
す
ら
見
え
ぬ
、
煤
ふ
る
西
の
宮
に
向
つ
て
、
く
る
め
き
入

る
日
を
見
送
り
に
出
る
。
此
種
の
日
想
観
な
ら
、
「
弱
法
師
」
の
上
に
も
見

え
て
ゐ
た
。
舞
台
を
何
と
も
謂
へ
ぬ
情
趣
に
整
へ
て
ゐ
る
と
共
に
、
梅
の
花

咲
き
散
る
頃
の
優イウ
な
る
季
節
感
が
靡
き
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
。
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し
か
も
尚
、
四
天
王
寺
に
は
、
古
く
は
、
日
想
観
往
生
と
謂
は
れ
る
風
習
が

あ
つ
て
、
多
く
の
篤
信
者
の
魂
が
、
西
方
の
波
に
あ
く
が
れ
て
海
深
く
沈
ん

で
行
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
熊
野
で
は
、
こ
れ
と
同
じ
事
を
、
普
陀
落
渡
海
と

言
う
た
。
観
音
の
浄
土
に
往
生
す
る
意
味
で
あ
つ
て
、
淼
々
た
る
海
波
を
漕

ぎ
ゝ
つ
て
到
り
著
く
、
と
信
じ
て
ゐ
た
の
が
あ
は
れ
で
あ
る
。
一
族
と
別
れ

て
、
南
海
に
身
を
潜
め
た
平
維
盛
が
最
期
も
、
此
渡
海
の
道
で
あ
つ
た
と
い

ふ
。

日
想
観
も
や
は
り
、
其
と
同
じ
、
必
極
楽
東
門
に
達
す
る
も
の
と
信
じ
て
、

謂
は
ゞ
法
悦
か
ら
し
た 

入 

水 

死 

ジ
ユ
ス
ヰ
シ

で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
信
仰
に
お
ひ
つ
め
ら

れ
た
と
言
ふ
よ
り
も
寧
、
自
ら
霊タマ
の
よ
る
べ
を
つ
き
と
め
て
、
そ
こ
に
立
ち

到
つ
た
の
だ
と
言
ふ
外
は
な
い
。
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さ
う
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
ほ
ど
、
彼
岸
の
中
日
は
、
ま
る
で
何
か
を
思
ひ
つ

め
、
何
か
に
誘オビ
か
れ
た
や
う
に
な
つ
て
、
大
空
の
日ヒ
を
追
う
て
歩
い
た
人
た

ち
が
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
。

昔
と
言
ふ
ば
か
り
で
、
何
時
と
時
を
さ
す
こ
と
は
出
来
ぬ
が
、
何
か
、
春
と

秋
と
の
真
中
頃
に
、
日
祀
ヒ
マ
ツ
り
を
す
る
風
習
が
行
は
れ
て
ゐ
て
、
日
の
出
か
ら

日
の
入
り
ま
で
、
日
を
迎
へ
、
日
を
送
り
、
又
日
か
げ
と
共
に
歩
み
、
日
か

げ
と
共
に
憩
ふ
信
仰
が
あ
つ
た
こ
と
だ
け
は
、
確
か
で
も
あ
り
又
事
実
で
も

あ
つ
た
。
さ
う
し
て
其
な
ご
り
が
、
今
も
消
え
き
ら
ず
に
ゐ
る
。
日
迎
へ
日

送
り
と
言
ふ
の
は
、
多
く
彼
岸
の
中
日
、
朝
は
東
へ
、
夕
方
は
西
へ
向
い
て

行
く
。
今
も
播
州
に
行
は
れ
て
ゐ
る
風
が
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
而
も
其
間

に
朝
昼
夕
と
三
度
ま
で
、
米
を
供
へ
て
日
を
拝
む
と
あ
る
。
（
柳
田
先
生
、
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歳
時
習
俗
語
彙
）
又
お
な
じ
語
彙
に
、
丹
波
中
郡
で
社
日
参
り
と
い
ふ
の
は
、

此
日
早
天
に
東
方
に
当
る
宮
や
、
寺
又
は
、
地
蔵
尊
な
ど
に
参
つ
て
、
日
の

出
を
迎
へ
、
其
か
ら
順
に
南
を
廻
つ
て
西
の
方
へ
行
き
、
日
の
入
り
を
送
つ

て
後
、
還
つ
て
来
る
。
こ
れ
を
日ヒ
の
伴トモ
と
謂
つ
て
ゐ
る
。
宮
津
辺
で
は
、
日ニ

  

天 

様 

ツ
テ
ン
サ
マ
の
御
伴
オ
ト
モ
と
称
し
て
、
以
前
は
同
様
の
行
事
が
あ
つ
た
が
、
其
は
、
彼

岸
の
中
日
に
す
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
た
。
紀
伊
の
那
智
郡
で
は
唯
お
と
も
と

謂
ふ
…
…
。
か
う
あ
る
。

何
の
訣
と
も
知
ら
ず
、
社
日
や
、
彼
岸
に
は
、
女
が
か
う
言
ふ
行
ギ
ヤ
ウの
様
な
こ

と
を
し
た
、
又
現
に
、
し
て
も
ゐ
る
の
で
あ
る
。
年
の
寄
つ
た
婆
さ
ま
た
ち

が
主
と
な
つ
て
、
稀
に
若
い
女
た
ち
が
ま
じ
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
単
に

旧
習
を
守
る
人
の
み
が
す
る
だ
け
に
な
つ
た
と
言
ふ
こ
と
で
、
昔
は
若
い
女
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た
ち
が
却
て
、
中
心
だ
つ
た
の
だ
ら
う
と
思
は
れ
る
。
現
に
こ
の
風
習
と
、

一
緒
に
し
て
し
ま
つ
て
居
る
地
方
の
多
い
「
山
ご
も
り
」
「
野
遊
び
」
の
為

来
り
は
、
大
抵
娘
盛
り
・
女
盛
り
の
人
々
が
、
中
心
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
順
礼
等
と
言
つ
て
、
幾
村
里
か
け
て
巡
拝
し
て
歩
く
こ
と
を
春
の
行
事

と
し
た
、
北
九
州
の
為
来
り
も
、
や
は
り
嫁
入
り
前
の
娘
の
す
る
こ
と
で
あ

つ
た
。
鳥
居
を
幾
つ
綴
つ
て
来
る
と
か
言
つ
て
、
菜
の
花
桃
の
花
の
ち
ら
〳

〵
す
る
野
山
を
廻
つ
た
、
風
情
あ
る
女
の
年
中
行
事
も
、
今
は
消
え
方
に
な

つ
て
ゐ
る
。

そ
ん
な
に
遠
く
は
行
か
ぬ
様
に
見
え
た
「
山
ご
も
り
」
「
野
あ
そ
び
」
に
も
、

一
部
は
や
は
り
、
一
処
に
集
り
、
物
忌
み
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
我
が
里
遥

か
に
離
れ
て
、
短
い
日
数
の
旅
を
す
る
と
謂
ふ
意
味
も
含
ま
つ
て
居
た
の
で
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あ
る
。
か
う
言
ふ
「
女
の
旅
」
の
日
の
、
以
前
は
あ
つ
た
の
が
、
今
は
も
う
、

極
め
て
微
か
な
遺
風
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

併
し
日
本
の
近
代
の
物
語
の
上
で
は
、
此
仄
か
な
記
憶
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
、

出
来
れ
ば
明
ら
か
に
し
よ
う
と
言
ふ
心
が
、
よ
ほ
ど
大
き
く
ひ
ろ
が
つ
て
出

て
来
て
居
る
。
旅
路
の
女
の
数
々
の
辛
苦
の
物
語
が
、
こ
れ
で
あ
る
。
尋
ね

求
め
る
人
に
廻
り
あ
つ
て
も
、
其
と
は
知
ら
ぬ
あ
は
れ
な
筋﹅
立﹅
て﹅
を
含
む
こ

と
が
、
此
「
女
の
旅
」
の
物
語
の
条
件
に
備
つ
て
し
ま
う
た
や
う
で
あ
る
。

女
が
、
盲
目
で
な
け
れ
ば
、
尋
ね
る
人
の
方
が
さ
う
で
あ
つ
た
り
、
両
眼
す
ゞ

や
か
で
あ
つ
て
も
行
き
ち
が
ひ
、
尋
ね
あ
て
ゝ
居
な
が
ら
心
づ
か
ず
に
ゐ
た

り
す
る
。
何
や
ら
我
々
に
は
想
像
も
出
来
ぬ
理
由
が
あ
つ
て
、
日
を
祀
る
修

道
人
が
、 

目  

眩 

メ
ク
ル
メ

く
光
り
に
馴
れ
て
、
現ウツ
し
世
の
明
を
失
つ
た
と
言
ふ
風
の
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考
へ
方
が
あ
つ
た
も
の
で
は
な
い
か
知
ら
ん
。

私
ど
も
の
書
い
た
物
語
に
も
、
彼
岸
中
日
の
入
り
日
を
拝
ん
で
居
た
郎
女
が
、

何
時
か
自
オ
ノ
ヅ
カら
遠
旅
に
お
び
か
れ
出
る
形
が
出
て
居
る
の
に
気
づ
い
て
、
思
ひ

が
け
ぬ
事
の
驚
き
を
、
此
ご
ろ
新
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
残
る
も
の
は
、
新
旧
を
数
へ
れ
ば
、
芸
術
上
の
逸
品

と
見
ら
れ
る
も
の
だ
け
で
も
、
相
当
の
数
に
は
な
る
だ
ら
う
。
が
、
悉
く
所

伝
通
り
、
凡
慧
心
僧
都
以
後
の
物
ば
か
り
と
思
は
れ
て
、
優
れ
た
作
も
あ
り

な
が
ら
、
何
と
な
く
、
気
品
や
、
風
格
に
お
い
て
高
い
所
が
欠
け
て
ゐ
る
や

う
に
感
じ
ら
れ
る
。
唯
如
何
に
も
、
空
想
に
富
ん
だ
点
は
懐
し
い
と
言
へ
る

も
の
が
多
い
。
だ
が
、
脇
立
ち
そ
の
他
の
聖
衆
の
配
置
や
、
恰
好
に
、
宗
教

画
に
つ
き
も
の
ゝ
俗
め
い
た
所
が
な
い
で
は
な
い
の
が
寂
し
い
。
何
と
言
つ
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て
も
、
金
戒
光
明
寺
の
は
、
伝
来
正
し
い
ら
し
い
だ
け
に
、
他
の
山
越
し
像

を
圧
す
る
品
格
が
あ
る
。
其
で
も
尚
、
小
品
だ
け
に
小
品
と
し
て
の
不
自
由

ら
し
さ
が
あ
つ
て
、
彫
刻
に
見
る
や
う
な
堅
い
線
が
出
て
来
て
ゐ
る
。
両
手

の
親
指
・
人
さ
し
指
に
五
色
の
糸
ら
し
い
も
の
が
纏
は
れ
て
ゐ
る
。
此
は
所

謂
「
善
の
綱
」
に
当
る
も
の
で
、
此
図
の
極
め
て
実
用
式
な
目
的
で
、
描
か

れ
た
こ
と
が
思
は
れ
る
。
唯
こ
の
両
手
の
指
か
ら
、
此
画
の
美
し
さ
が
、
俄

か
に
陥
落
し
て
し
ま
ふ
気
が
す
る
。
其
ほ
ど
救
ひ
難
い
功
利
性
を
示
し
て
ゐ

る
。
此
図
の
上
に
押
し
た
色
紙
に
「
弟
子
天
台
僧
源
信
。
正
暦
甲
午
歳
冬
十

二
月
…
…
」
と
題
し
て
七
言
律
一
首
が
続
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
其
中
に
「
…
…

光
芒
忽
自
眉
間
照
。
音
楽
新
発
耳
界
驚
。
永
別
故
山
秋
月
送
。
遥
望
浄
土
夜

雲
迎
」
の
句
が
あ
る
。
故
山
と
言
ふ
の
は
、
浄
土
を
斥
し
て
ゐ
る
も
の
と
思
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へ
る
が
、
尚
意
の
重
複
す
る
も
の
が
示
さ
れ
て
、
慧
心
院
の
故
郷
、
二
上
山

の
麓
を
言
う
て
ゐ
る
こ
と
に
も
な
り
さ
う
だ
。

此
図
の
出
来
た
動
機
が
、
此
詩
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
ら
、
我
々
は

も
つ
と
、
「
故
山
」
に
執
し
て
考
へ
て
よ
い
だ
ら
う
。
浄
土
を
言
ひ
乍
ら
同

時
に
、
大
和
当
麻
を
思
う
て
ゐ
る
と
見
て
さ
し
支
へ
は
な
い
。
此
図
は
唯
上

の
題
詞
か
ら
源
信
僧
都
の
作
と
見
る
の
で
あ
る
が
、
画
風
か
ら
し
て
、
一
条

天
皇
代
の
物
と
す
る
こ
と
は
、
疑
は
れ
て
来
て
ゐ
る
。
さ
す
れ
ば
色
紙
も
、

慧
心
作
を
後
に
録
し
た
も
の
、
と
見
る
外
は
な
い
や
う
だ
。

一
体
、
山
越
し
阿
弥
陀
像
は
比
叡
の
横
川
ヨ
ガ
ハ
で
、
僧
都
自
ら
感
得
し
た
も
の
と

伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
真
作
の
存
せ
ぬ
以
上
、
こ
の
伝
へ
も
信
じ
る
こ
と
は
む

つ
か
し
い
が
、
ま﹅
づ﹅
凡
さ
う
言
ふ
事
の
あ
り
さ
う
な
前
後
の
事
情
で
あ
る
。
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図
は
真
作
で
な
く
と
も
、
詩
句
は
、
尚
僧
都
自
身
の
心
を
思
は
せ
て
ゐ
る
と

い
ふ
こ
と
は
出
来
る
。
横
川
に
お
い
て
感
得
し
た
相
好
と
す
れ
ば
、
三
尊
仏

の
背
景
に
当
る
も
の
は
叡
山
東
方
の
空
で
あ
り
、
又
琵
琶
の
湖
が
予
想
せ
ら

れ
て
ゐ
る
も
の
、
と
見
て
よ
い
だ
ら
う
。
聖
衆
来
迎
図
以
来
背
景
の
大
和
絵

風
な
構
想
が
、
す
べ
て
さ
う
言
ふ
意
図
を
持
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
。
併
し
若

し
更
に
、
慧
心
院
真
作
の
山
越
し
図
が
あ
り
、
又
此
が
僧
都
作
で
あ
つ
た
と

す
れ
ば
、
こ
ん
な
こ
と
も
謂
へ
ぬ
か
知
ら
ん
。
こ
の
山
の
端
と
、
金
色
の
三

尊
の
後
に
当
る
空
と
、
漣
と
を
想
像
せ
し
め
る
背
景
は
、
実
は
さ
う
で
は
な

か
つ
た
。

禅
林
寺
の
は
、
製
作
動
機
か
ら
見
れ
ば
、
稍
後
出
を
思
は
せ
る
発
展
が
あ
る
。

併
し
画
風
か
ら
見
て
、
金
戒
光
明
寺
の
よ
り
も
、
幾
分
古
い
も
の
と
、
凡
判
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断
せ
ら
れ
て
居
る
。
さ
す
れ
ば
両
者
と
も
、
各
今
少
し
先
出
の
画
像
が
あ
り
、

其
型
の
上
に
出
て
来
た
も
の
な
る
こ
と
が
想
像
出
来
る
。
此
方
は
、
金
戒
光

明
寺
の
図
様
が
固
定
す
る
一
方
、
そ
の
以
前
に
既
に
変
化
を
生
じ
て
居
た
も

の
ゝ
分
出
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
但
中
尊
の
相
好
は
、
金
戒
光
明
寺
の
よ

り
も
、
粗
朴
で
あ
り
、
而
も
線
の
柔
軟
は
あ
る
が
、
脇
士
・
梵
天
・
帝
釈
・

四
天
王
等
の
配
置
が
浄
土
曼
陀
羅
風
と
い
へ
ば
謂
へ
る
が
、
後
代
風
の
感
じ

を
湛
へ
て
ゐ
る
。
其
を
除
け
る
と
、
中
尊
の
態
様
、
殊
に
山
の
端
に
出
た
、

胸
臆
の
づ
ゝ
し
り
し
た
重
さ
は
如
何
に
も
感
覚
を
通
し
て
受
け
た
、
弥
陀
ら

し
さ
が
十
分
に
出
て
ゐ
て
、
金
戒
光
明
寺
の
作
り
つ
け
た
様
な
の
と
は
違
ふ
。

其
に
山
の
姿
も
よ
い
。
若
し
脇
士
を
仮
り
に
消
し
て
想
像
す
れ
ば
、
更
に
美

し
い
山
容
で
あ
る
。
此
山
、
此
山
肌
の
感
触
は
ど
う
も
、
写
実
精
神
の
出
た
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山
で
あ
る
。

こ
れ
で
見
る
と
、
山
の
端
に
伸
し
あ
が
つ
た
日
輪
の
思
は
れ
る
阿
弥
陀
の
姿

で
あ
る
。
古
語
で
雲
居
と
い
ふ
の
は
、
地
平
線
水
平
線
の
こ
と
だ
が
、
山
の

端
な
ど
で
も
、
夕
日
の
沈
む
時
、
必
見
る
こ
と
で
あ
る
。
一
度
落
ち
か
け
た

日
が
、
ぬ
つ
と
伸
し
あ
が
つ
て
来
る
感
じ
の
す
る
も
の
だ
が
　
　
、
こ
の
絵

の
阿
弥
陀
仏
に
は
、
実
に
よ
く
、
其
気
味
あ
ひ
が
出
て
ゐ
る
。
容
貌
の
点
か

ら
言
ふ
と
、
金
戒
光
明
寺
の
方
が
遥
か
に
美
男
ら
し
い
が
、
直
線
感
の
多
い

描
線
に
囲
ま
れ
た
ゞ
け
に
、
ほ
ん
た
う
の
ふ
く
ら
み
が
感
じ
ら
れ
ぬ
。
こ
ち

ら
は
、
阿
弥
陀
と
い
ふ
よ
り
は
、
地
蔵
菩
薩
と
謂
へ
ば
、
そ
の
美
し
さ
は
認

め
ら
れ
る
だ
ら
う
。
腹
の
あ
た
り
ま
で
し
か
出
て
ゐ
ぬ
が
、
す﹅
つ﹅
く﹅
と
立
つ

た
全
身
の
、
想
見
出
来
る
や
う
な
姿
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
其
優
れ
た
山
の
描
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写
が
亦
、
最
異
色
に
富
ん
で
居
る
。
峰
の 

二 

上 

山 

フ
タ
カ
ミ
ヤ
マ
形
に
岐
れ
て
ゐ
る
事
も
、

此
図
に
一
等
著
し
い
。
金
戒
光
明
寺
の
来
迎
図
は
、
唯
の
山
の
端
を
描
い
た

ば
か
り
だ
し
、
其
か
ら
後
の
も
の
は
、
峰
の
分
れ
て
見
え
る
の
は
、
凡
そ
こ

か
ら
道
が
通
じ
て
、
聖
衆
が
降
つ
て
来
る
や
う
に
描
か
れ
て
ゐ
る
。
雲
に
乗

つ
て
居
な
が
ら
、
何
も
谷
間
の
様
な
処
を
通
つ
て
来
る
に
も
及
ば
ぬ
訣
で
あ

る
。
禅
林
寺
の
方
で
見
る
と
、
二
脇
士
は
山
の
曲タワ
に
関
係
な
く
、
山
肌
の
上

を
降
つ
て
来
る
様
に
見
え
る
。
上
野
家
や
川
崎
家
の
で
は
、
今
も
言
つ
た
来

迎
の
山
を
「
二
上
」
型
に
描
く
習
慣
が
脱
却
出
来
ず
、
而
も
何
の
為
に
、
其

ほ
ど
に
約
束
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
訣
ら
ず
な
つ
た
為
に
、
聖
衆
降
臨
の
途

次
と
い
つ
た
別
の
目
的
を
、
見
つ
け
る
こ
と
に
な
つ
た
と
見
る
外
は
な
い
。

上
野
家
蔵
の
も
相
好
の
美
し
さ
、
中
尊
の
姿
態
の
写
実
に
お
い
て
優
れ
て
ゐ
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る
の
や
、
川
崎
家
旧
蔵
の
山
越
図
の
古
朴
な
感
じ
が
充
ち
、
中
尊
仏
の
殊
に

上
体
と
山
と
の
関
聯
に
、
日
想
観
を
思
は
せ
る
も
の
が
、
十
分
に
出
て
居
る

が
、
二
つ
乍
ら
聖
衆
と
中
尊
と
の
関
聯
の
上
に
、
稍
不
自
然
な
処
が
あ
る
。

即
、
阿
弥
陀
は
山
の
端
に
留
り
、
聖
衆
ば
か
り
動
い
て
ゐ
る
と
謂
つ
た
画
様

の
川
崎
家
の
物
や
、
何
や
ら
、
中
尊
の
背
後
に
し
た
聖
衆
の
動
静
に
来
迎
図

離
れ
の
感
じ
ら
れ
る
上
野
氏
の
物
、
特
に
後
者
は
、
阿
弥
陀
の
立
像
を
膝
元

近
く
で
画
い
た
と
こ
ろ
に
、
山
越
し
像
の
新
様
式
の
派
出
を
示
し
て
ゐ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
さ
う
な
る
と
西
に
沈
む
日
の
姿
が
、
よ
ほ
ど
態
様
を
変
へ
て
来

る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
而
も
、
此
図
に
見
ら
れ
る
一
つ
の
異
点
は
、
阿
弥

陀
浄
土
変
相
図
に
近
づ
い
て
居
る
こ
と
で
あ
る
。
か
う
な
つ
て
来
る
と
、
私

な
ど
に
も
「
山
越
し
」
像
の
画
因
は
、
や
つ
と
つ
か
む
こ
と
が
出
来
る
の
で
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は
な
い
か
と
思
ふ
。

大
串
純
夫
さ
ん
に
、
来
迎
芸
術
論
（
国
華
）
と
言
ふ
極
め
て
甘
美
な
暗
示
に

富
ん
だ
論
文
が
あ
つ
て
、
こ
の
稿
の
中
途
に
、
当
麻
寺
の
松
村
実
照
師
に
示

さ
れ
て
、
は
じ
め
て
知
つ
た
の
だ
が
、
反
省
の
機
会
が
与
へ
ら
れ
て
、
感
謝

し
て
ゐ
る
。
此
に
は
、
山
越
し
像
と
、
来
迎
図
と
の
関
聯
、
来
迎
図
と
御
迎

講
又
は
来
迎
講
と
称
す
べ
き
も
の
と
の
脈
絡
を
説
い
て
、
中
世
の
貴
族
庶
民

に
渉
る
宗
教
情
熱
の
豊
け
さ
が
書
か
れ
て
ゐ
る
。
唯
一
点
、
私
が
之
に
加
へ

る
な
ら
、
大
串
さ
ん
の
ひ
き
お
ろ
し
た
画
因
　
　
宗
教
演
劇
に
も
近
い
迎
へ

講
の
儀
式
の
、
芸
術
化
と
言
ふ
所
か
ら
、
更
に
ず
つ
と
、
卸
し
て
考
へ
る
こ

と
で
あ
る
。

山
越
し
像
に
お
い
て
、
新
し
い
ほ
ど
、
御
迎
講
の
姿
が
、
画
因
に
認
め
ら
れ
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る
の
に
、
古
い
ほ
ど
却
て
来
迎
図
の
要
素
た
る
聖
衆
が
少
く
な
つ
て
、
唯
の

三
尊
仏
と
言
ふ
よ
り
、
其
す
ら
脇
士
な
る
が
故
に
伴
う
て
ゐ
る
だ
け
で
、
眼

目
は
中
尊
に
あ
る
と
言
ふ
傾
向
が
は
つ
き
り
見
え
る
の
は
、
其
が
唯
阿
弥
陀

三
尊
に
止
る
な
ら
、
問
題
は
な
い
。
阿
弥
陀
像
に
は
、
自
ら
約
束
と
し
て
、

両
脇
士
の
随
ふ
も
の
な
の
だ
か
ら
。
と
こ
ろ
が
、
之
に
附
随
し
て
山
の
端
の

外
輪
が
胸
の
あ
た
り
ま
で
掩
う
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
と
、
さ
う
簡
単
に
は
片

づ
か
ぬ
。
常
に
来
迎
が
山
上
か
ら
、
た
な
び
く
紫
雲
に
乗
つ
て
行
は
れ
易
い

と
考
へ
た
に
し
て
も
、
画
面
は
必
し
も
、
其
ば
か
り
で
は
な
い
。

慧
心
の
代
表
作
な
る
、
高
野
山
の
廿
五
菩
薩
来
迎
図
に
し
て
も
、
興
福
院
の

来
迎
図
に
し
て
も
、
知
恩
院
の
阿
弥
陀
十
体
像
に
し
て
も
、
皆
山
か
ら
来
向

ふ
迅
雲
に
乗
つ
た
姿
で
は
な
い
。
だ
か
ら
自
ら
、
山
は
附
随
し
て
来
る
で
あ
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ら
う
が
、
必
し
も
、
最
初
か
ら
の
必
須
条
件
で
な
い
と
い
へ
る
。
其
が
山
越

し
像
を
通
過
す
る
と
、
知
恩
院
の
阿
弥
陀
二
十
五
菩
薩
来
迎
像
の
様
な
、
写

実
風
な
山
か
ら
家
へ
降
る
迅
雲
の
上
に
描
か
れ
る
様
に
な
る
の
で
あ
る
。

結
局
弥
陀
三
尊
図
に
、
山
の
端
を
か
き
添
へ
、
下
体
を
隠
し
て
居
る
点
が
、

特
殊
な
の
で
あ
る
。
謂
は
ゞ
一
抹
の
山
の
端
線
あ
る
が
故
に
、
簡
素
乍
ら
の

浄
土
変
相
図
と
し
て
の
条
件
を
、
持
つ
て
来
る
訣
な
の
で
あ
る
。
即
、
日
本

式
の
弥
陀
浄
土
変
と
し
て
、
山
越
し
像
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
伝

説
の
上
に
語
ら
れ
た
慧
心
僧
都
の
巨
大
性
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

山
越
し
像
に
つ
い
て
の
伝
へ
は
、
前
に
述
べ
た
叡
山
側
の
説
は
、
山
中
不
二

峰
に
お
い
て
感
得
し
た
も
の
と
言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
其
に
、
疑
念
を
持
つ
こ

と
が
出
来
る
。
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観
経
曼
陀
羅
の
中
に
も
、
内
外
陣
左
辺
右
辺
の
と
り
扱
ひ
に
つ
い
て
、
種
々

の
相
違
は
あ
る
や
う
だ
が
、
定
善
義
十
三
観
の
中
、
最
重
く
見
ら
れ
て
ゐ
る

の
が
、
日
想
観
で
あ
る
。
海
岸
の
樹
下
に
合
掌
す
る
韋
提
希
夫
人
あ
り
、
婢

女
一
人
之
に
侍
立
し
、
樹
上
に
三
色
の
雲
か
ゝ
り
、
正
中
上
方
一
線
の
霞
の

下
に
円
日
あ
り
、
下
に
海
中
島
あ
る
構
図
で
あ
る
。
当
麻
の
物
で
は
、
外
陣

左
辺
十
三
段
の
は
じ
め
に
あ
る
。
即
、
西
方
に
沈
ま
う
と
す
る
日
を
、
観
じ

て
ゐ
る
所
な
の
だ
。
浄
土
を
観
念
す
る
に
は
、
こ
の
日
想
観
が
、
緊
密
妥
当

な
方
法
で
あ
る
と
考
へ
た
の
が
、
中
世
念
仏
の
徒
の
信
仰
で
あ
つ
た
。
観
無

量
寿
経
に
、
「
汝
及
び
衆
生
応マサ
に
心
を
専
ら
に
し
、
念
を
一
処
に
繋
け
て
、

西
方
を
想
ふ
べ
し
。
云
は
く
、
何
が
想
を
な
す
や
。
凡
想
を
な
す
と
は
、
一

切
の
衆
生
、
生
盲
に
非
る
よ
り
は
、
目
有
る
徒
、
皆
日
没
を
見
よ
。
当
に
想
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念
を
起
し
、
正
坐
し
西
に
向
ひ
て
、
日
を
諦アキ
ら
か
に
観
じ
、
心
を
堅
く
住
せ

し
め
、
想
を
専
ら
に
し
て
移
ら
ざ
れ
。
日
の
歿
せ
む
と
す
る
や
、
形
、
鼓
を

懸
け
た
る
如
き
を
見
る
べ
し
。
既
に
見
已ヲ
へ
ば
目
を
閉
開
す
る
も
、
皆
明
了

な
ら
し
め
よ
。
是
を
日
想
と
な
し
、
名
づ
け
て
、
初
観
と
い
ふ
。
」
さ
う
し

て
水
想
観
・
宝
地
観
・
宝
樹
観
・
宝
池
観
・
宝
楼
観
と
言
ふ
風
に
続
く
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
此
初
観
に
先
行
し
て
ゐ
る
画
面
に
、
序
分
義
化
前
縁
の

段
が
あ
る
。
王
舎
城
耆
闍
崛
山
に
、
仏
大
比
丘
衆
一
千
二
百
五
十
人
及
び
許

多
の
聖
衆
と
共
に
住
ん
だ
様
を
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
右
辺
左
辺
と
、
位
置

を
別
に
し
て
ゐ
る
が
、
順
序
と
し
て
、
定
善
義
第
一
日
想
観
に
続
く
様
に
解

せ
ら
れ
る
所
か
ら
、
何
か
の
関
聯
が
、
考
へ
ら
れ
て
居
た
の
で
な
い
か
と
思

ふ
。
強
ひ
て
、
曼
陀
羅
の
中
か
ら
、
山
越
し
像
の
画
因
を
引
き
出
さ
う
と
す
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れ
ば
、
こ
れ
が
ま
づ
、
或
暗
示
を
含
ん
で
ゐ
る
と
は
言
へ
よ
う
。
雲
湧
き
立

つ
山
下
に
、
仏
を
囲
ん
で
、
聖
衆
・
大
比
丘
の
あ
る
所
で
あ
る
。
山
の
此
方

に
あ
る
の
が
違
ふ
の
だ
が
、
此
違
ひ
は
大
き
な
違
ひ
で
あ
る
。
日
想
観
及
び

次
の
水
想
観
に
は
、
た
ゞ
韋
提
希
夫
人
観
念
の
姿
を
描
い
た
の
み
で
あ
る
が
、

其
よ
り
先
は
、
如
来
・
菩
薩
の
示
現
を
描
い
て
ゐ
る
。
日
想
観
に
お
い
て
観

じ
得
た
如
来
の
姿
を
描
く
と
す
れ
ば
、
西
方
海
中
に
没
し
よ
う
と
す
る
懸
鼓

の
如
き
日
輪
を
、
心シン
に
し
て
写
し
出
す
外
は
な
い
。
さ
す
れ
ば
、
水
平
線
に

半
身
を
顕
し
、
日
輪
を
光
背
と
し
た
三
尊
を
描
い
た
で
あ
ら
う
。
だ
が
、
此

は
単
に
私
ど
も
の
空
想
で
あ
つ
て
、
い
ま
だ
之
を
画
因
に
し
た
像
を
見
ぬ
の

で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
今
も
尚
、
彼
岸
中
日
海
中
に
く
る
め
き
沈
む
日
を

拝
す
る
人
々
は
、
　
　
即
庶
人
の
日
想
観
を
行
ず
る
者
　
　
落
日
の
車
輪
の
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如
く
廻
転
し
、
三
尊
示
現
す
る
如
く
、
日
輪
三
体
に
分
れ
て
見
え
る
と
言
つ

て
、
拝
み
に
出
る
の
で
あ
る
。

此
日
、
来
迎
仏
と
観
ず
る
日
輪
の
在
る
所
に
行
き
向
へ
ば
、
必
そ
の
迎
へ
を

得
て
、
西
方
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
考
へ
た
の
は
当
然
過
ぎ
る

信
仰
で
あ
る
。
此
は
実
践
す
る
所
の
習
俗
と
し
て
残
つ
て
ゐ
て
、
而
も
、
伝

説
化
・
芸
術
化
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
そ
の
ま
ゝ
消
え
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
消
滅
の
径
路
に
お
い
て
、
彼
岸
の
落
日
を
拝
む
風
と
、
落
日
を
追
う
て

海
中
に
没
入
す
る
こ
と
ゝ
、
ま
た
少
く
と
も
彼
岸
で
な
く
と
も
、
法
悦
は
遂

げ
ら
れ
る
と
い
ふ
入
水
死
の
風
習
と
に
岐
れ
て
行
つ
た
の
で
あ
る
。

こ
ゝ
で
山
越
し
像
に
到
る
間
を
、
少
し
脇
路
に
踏
み
入
る
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、
此
日
東
の
大
き
な
る
古
国
に
は
、
日
を
拝
む
信
仰
が
、
深
く
行
は
れ
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て
ゐ
た
。
今
は
日
輪
を
拝
す
る
人
々
も
、
皆
あ
る
種
の
概
念
化
し
た
日
を
考

へ
て
ゐ
る
や
う
だ
が
、
昔
の
人
は
、
も
つ
と
切
実
な
心
か
ら
、
日
の
神
を
拝

ん
で
居
た
。

宮
廷
に
お
か
せ
ら
れ
て
は
、
御
代
々
々
の
尊
い
御
方
に
、
近
侍
し
た
舎
人
た

ち
が
、
そ
の
御
宇
々
々
の
聖
蹟
を
伝
へ
、
そ
の
御
代
々
々
の
御
威
力
を
現
実

に
示
す
信
仰
を
、
諸
方
に
伝
播
し
た
。
此
が
、 

日 

奉 

部 

ヒ
マ
ツ
リ
ベ

（
又
、
日
祀
部
）

な
る
聖
職
の
団
体
で
、
そ
の
舎
人
出
身
な
る
が
故
に
、
詳
し
く
は
日
奉
大
舎

人
部
と
も
言
う
た
様
で
あ
る
。
此
部
曲
の
事
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
年
、
柳

田
先
生
が
注
意
し
て
ゐ
ら
れ
る
。
之
と
日
置
部
・
置
部
な
ど
書
い
た
ひ﹅
お﹅
き﹅

べ﹅
は
後
代
算
盤
の
上
で
、
あ
る
数
に
あ
た
る
珠
を
定
置
す
る
こ
と
に
な
つ
て

ゐ
る
が
、
大
体
同
じ
様
な
意
義
に
、
古
く
か
ら
用
ゐ
て
ゐ
る
。
源
為
憲
の

44山越しの阿弥陀像の画因



「
口
遊
ク
イ
ウ
」
に
、
「
術
に
曰
は
く
、
婦
人
の
年
数
を
置
き
、
十
二
神
を
加
へ
て

実
と
為
し
…
…
」
だ
の
、
「
九
々
八
十
一
を
置
き
、
十
二
神
を
加
へ
て
九
十

三
を
得
…
…
」
な
ど
ゝ
あ
る
。
此
は
算
盤
を
以
て
す
る
卜
法
で
あ
る
。
置﹅
く﹅

な
る
算
法
が
、
日
置
の
場
合
、
如
何
な
る
方
法
を
以
て
す
る
か
、
一
切
明
ら

か
で
な
い
が
、
其
は
唯
実
際
方
法
の
問
題
で
、
語
原
に
お
い
て
は
、
太
陽
並

び
に
、
天
体
の
運
行
に
よ
つ
て
、
歳
時
・
風
雨
・
豊
凶
を
卜
知
す
る
こ
と
を

示
し
て
ゐ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

此
様
に
、
日
を
計
つ
て
す
る
卜
法
が
、
信
仰
か
ら
遊
離
す
る
ま
で
に
は
、
長

い
過
程
を
経
て
来
て
ゐ
る
だ
ら
う
が
、
日
神
に
対
す
る
特
殊
な
信
仰
の
表
現

の
あ
つ
た
の
は
疑
は
れ
ぬ
。
其
が
、
今
日
の
我
々
に
と
つ
て
、
不
思
議
な
も

の
で
あ
つ
て
も
、
其
を
否
む
訣
に
は
行
か
ぬ
。
既
に
述
べ
た
「
日ヒ
の
伴トモ
」
の
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な
つ
か
し
い
女
風
俗
な
ど
も
、
日
置
法
と
関
聯
す
る
所
は
な
い
だ
ら
う
が
、

日
祀
り
の
信
仰
と
離
れ
て
は
説
か
れ
ぬ
も
の
だ
と
い
ふ
こ
と
は
、
凡
考
へ
て

ゐ
て
よ
か
ら
う
。

其
に
今
一
つ
、
既
に
述
べ
た
女
の
野
遊
び
・
山
籠
り
の
風
で
あ
る
。
此
は
専

ら
、
五
月
の
早
処
女

サ
ヲ
ト
メ

と
な
る
者
た
ち
の
予
め
す
る
物
忌
み
と
、
わ
れ
人
と
も

に
考
へ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
初
め
に
も
述
べ
た
様
に
、
一
処
に
留

ら
ず
遊
歴
す
る
や
う
な
形
を
と
る
こ
と
す
ら
あ
る
の
を
見
る
と
、
物
忌
み
だ

け
に
す
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
一
方
に
か
う
し
た
日
晷
ヒ
カ
ゲ
を
追

ふ
風
の
、
早
く
埋
没
し
た
俤
を
、
ほ
の
か
乍
ら
窺
は
せ
て
ゐ
る
と
い
ふ
も
の

で
あ
る
。

昔
か
ら
語
義
不
明
の
ま
ゝ
、
訣
つ
た
様
な
風
で
す
ま
さ
れ
て
来
た
「
か
げ
の

46山越しの阿弥陀像の画因



わ
づ
ら
ひ
」
と
謂
つ
た
離
魂
病
な
ど
も
、
日
晷
ヒ
カ
ゲ
を
追
う
て
あ
く
が
れ
歩
く
女

の
生
活
の
一
面
の
長
い
観
察
を
し
て
来
た
社
会
で
言
ひ
出
し
た
語
で
は
な
い

か
。
其
で
な
く
て
は
、
此
病
気
は
、
陰
影
を
亡
く
す
る
と
い
ふ
意
味
で
も
な

く
、
「
わ
が
身
は
陰
と
な
り
に
け
り
」
の
実
体
を
失
ふ
程
痩
せ
る
と
言
ふ
こ

と
で
も
な
い
。
だ
か
ら
な
ぜ
さ
う
呼
び
習
し
た
か
、
此
意
味
な
ら
で
は
わ
か

ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。

比
叡
坂
本
側
の 

花  

摘 

ハ
ナ
ツ
ミ

の
社
ヤ
シ
ロは
、
色
々
の
伝
へ
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
里
の

女
た
ち
が
こ
ゝ
ま
で
登
つ
て
花
を
摘
み
、
序
に
こ
の
祠
に
も
奉
つ
た
こ
と
は
、

確
か
で
あ
る
。
而
も
山
籠
り
し
て
花
を
つ
む
と
言
ふ
こ
と
は
、
必
し
も
一
つ

の
隠
れ
ど
こ
ろ
に
ぢ
つ
と
し
て
居
る
こ
と
で
は
な
く
、
て
ん
で
に
思
ひ
〳
〵

の
峰
谷
を
渉
つ
て
あ
る
く
こ
と
も
あ
つ
た
、
た
ゞ
の
物
忌
み
の
為
ば
か
り
で

47



も
な
い
や
う
だ
。
女
た
ち
の
馳
け
ま
は
る
範
囲
が
、
野
か
、
山
の
中
に
限
ら

れ
て
、
里
つ
ゞ
き
の
野
道
・
田
の
畦
な
ど
を
廻
ら
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
、
伝
へ
な

か
つ
た
ま
で
ゞ
あ
ら
う
。
日
の
伴
の
様
な
自
由
な
野
行
き
山
行
き
は
、
ま
だ

土
地
が
、
幾
つ
と
も
知
ら
ぬ
郡
村
に
地
割
り
せ
ら
れ
ぬ
以
前
か
ら
の
風
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
如
何
ほ
ど
細
か
に
、
村
境
・
字
境
が
き
ま
る
や
う
に
な
つ

て
も
、
春
の
一
日
を
馳
け
廻
る
女
人
に
と
つ
て
は
、
な
か
〳
〵
太
古
の
土
地

を
歩
く
と
、
同
じ
気
持
ち
は
抜
け
き
ら
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
と
言

ふ
よ
り
、
さ
う
し
た
習
俗
だ
け
が
、
時
代
を
超
え
て
残
つ
て
居
た
訣
な
の
で

あ
る
。

此
や
う
に
、
幾
百
年
と
も
知
れ
ぬ
昔
か
ら
、
日
を
逐
う
て
西
に
走
せ
、
終
に

西
山
・
西
海
の
雲
居
に
沈
む
に
到
つ
て
、
之
を
礼
拝
し
て
見
送
つ
た
わ
が
国
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の
韋
提
希
夫
人
が
、
幾
万
人
あ
つ
た
や
ら
、
想
像
に
能
は
ぬ
、
永
い
昔
で
あ

る
。
此
風
が
仏
者
の
説
く
と
こ
ろ
に
習
合
せ
ら
れ
、
新
し
い
衣
を
装
ふ
に
到

る
と
、
其
処
に
わ
が
国
で
の
日
想
観
の
様
式
は
現
れ
て
来
ね
ば
な
ら
ぬ
訣
で

あ
る
。

日
想
観
の
内
容
が
分
化
し
て
、
四
天
王
寺
専
有
の
風
と
見
な
さ
れ
る
や
う
に

な
つ
た
為
、
日
想
観
に
最
適
切
な
西
の
海
に
入
る
日
を
拝
む
こ
と
に
な
つ
た

の
だ
が
、
依
然
と
し
て
、
太
古
の
ま
ゝ
の
野
山
を
馳
け
ま
は
る
女
性
に
と
つ

て
は
、
唯
東
に
昇
り
、
西
に
没
す
る
日
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
日

想
観
に
合
理
化
せ
ら
れ
る
世
に
な
れ
ば
、
此
記
憶
は
自
ら
範
囲
を
拡
げ
て
、

男
性
た
ち
の
想
像
の
世
界
に
も
、
入
り
こ
ん
で
来
る
。
さ
う
し
た
処
に
初
め

て
、
山
越
し
像
の
画
因
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
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だ
か
ら
、
源
信
僧
都
が
感
得
し
た
と
言
ふ
の
は
、
其
で
よ
い
。
た
ゞ
叡
山
横ヨ

川ガハ
に
お
い
て
想
見
し
た
と
の
伝
説
は
伝
説
と
し
て
の
意
味
は
あ
つ
て
も
、
も

つ
と
切
実
な
画
因
を
、
外
に
持
つ
て
居
る
と
思
は
れ
る
。
幼
い
慧
心
院
僧
都

が
、
毎
日
の
夕
焼
け
を
見
、
又
年
に
再
大
い
に
、
之
を
瞻ミ
た
二
上
山
の
落
日

で
あ
る
。

今
日
も
尚
、
高
田
の
町
か
ら
西
に
向
つ
て
、
当
麻
の
村
へ
行
く
と
す
れ
ば
、

日
没
の
頃
を
択
ぶ
が
よ
い
。
日
は
両
峰
の
間
に
俄
か
に
沈
む
が
如
く
し
て
、

又
更
に
浮
き
あ
が
つ
て
来
る
の
を
見
る
で
あ
ら
う
。

も
し
韋
提
希
夫
人
が
行
す
る
日
想
観
に
当
る
如
来
像
を
描
く
と
す
れ
ば
、
や

は
り
亦
波
間
に
見
え
る
島
山
の
上
に
、
三
尊
仏
を
お
く
こ
と
で
あ
ら
う
。
さ

う
し
た
大
水
の
、
見
る
べ
か
ら
ざ
る
山
の
国
で
は
、
ど
う
し
て
も
、
山
の
端
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に
来
り
臨
む
如
来
像
を
想
見
す
る
外
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

相
摸
国
足
柄
上
郡
三
久
留
部
氏
は
、
元
来
三 

廻 

部 

名 

ミ
ク
ル
ベ
ミ
ヤ
ウ

に
居
た
為
に
称
し
た

家
名
で
、
又
釈
迦
牟
尼
仏
と
も
書
い
て
、
訓
は
地
名
・
家
名
の
通
り
で
あ
る
。

恐
ら
く
そ
の
地
に
あ
つ
た
仏
堂
の
本
尊
の
名
の
、
顕
れ
た
為
に
さ
や
う
訓
ん

だ
も
の
だ
ら
う
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
併
し
、
こ
ゝ
に
一
説
が
あ
る
。
と
言
ふ

こ
と
は
、
釈
迦
三
尊
に
お
い
て
も
、
阿
弥
陀
像
の
場
合
の
や
う
に
、
や
は
り

拝
ま
れ
た
場
合
の
印
象
が
、
さ
う
し
た
特
異
事
情
を
醸
し
出
し
た
の
で
は
な

か
ら
う
か
。
即
、 

目  

眩 

メ
ク
ル
メ

く
如
く
、
三
尊
の
光
転
旋
し
て
直
視
す
る
こ
と
の

出
来
ぬ
こ
と
を
表
す
語
と
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
み
く
る
べ
は
め
く
る

め
又
は
、
め
く
る
め
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
の
は
誤
り
か
。
或
は
歴
史
地
理
の

説
明
に
も
少
し
骨
を
折
れ
ば
、
こ
の
考
へ
な
ど
は
、
忽
消
え
失
せ
る
も
の
か
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も
知
れ
ぬ
。
が
、
あ
ま
り
原
由
近
似
な
る
が
故
に
、
試
み
に
記
し
て
お
く
。

私
の
女
主
人
公
南
家
藤
原
郎
女
の
、
幾
度
か
見
た
二
上
山
上
の
幻
影
は
、
古

人
相
共
に
見
、
又
僧
都
一
人
の
、
之
を
具
象
せ
し
め
た
古
代
の
幻
想
で
あ
つ

た
。
さ
う
し
て
又
、
仏
教
以
前
か
ら
、
我
々
祖
先
の
間
に
持
ち
伝
へ
ら
れ
た

日
の
光
の
凝
り
成
し
て
、
更
に
は
な
／
″
＼
と
輝
き
出
た
姿
で
あ
つ
た
の
だ
、

と
も
謂
は
れ
る
の
で
あ
る
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　32

」
中
央
公
論
社

　
　
　1998
（
平
成10

）
年1

月20

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
死
者
の
書
」
角
川
書
店

　
　
　1947

（
昭
和22
）
年7

月

初
出
：
「
八
雲
　
第
三
輯
」

　
　
　1944

（
昭
和19

）
年7
月

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
昭
和
十
九
年
七
月
「
八
雲
」
第
三

輯
、
同
二
十
二
年
七
月
「
死
者
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書
」
角
川
書
店
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の
「
底

本
の
親
本
」
「
初
出
」
に
移
し
ま
し
た
。
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入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
仙
酔
ゑ
び
す

2007

年2
月15

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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