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一

 
宮
沢
賢
治
の
童
話
を
除
く
散
文
作
品
は
、
校
本
全
集
成
立
ま
で
は
初
期
作
品
馳

と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
「
プ
レ
童
話
」
と
し
て
の
位
置

を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
最
近
で
は
特
に
「
大
礼
服
の
例
外
的
効
果
」
「
泉

あ
る
家
」
 
「
十
六
日
」
な
ど
は
、
そ
の
執
筆
時
期
を
昭
和
六
年
以
後
の
最
晩
期

に
考
え
る
説
が
有
ガ
で
あ
る
。
そ
の
文
体
の
成
熟
度
か
ら
言
っ
て
も
、
こ
の
説

は
当
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
賢
治
の
場
合
、
原
稿
の
完
成
時
を
云

々
す
る
こ
ど
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
昭
和
五
年

以
降
に
書
き
始
め
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
文
語
詩
篇
が
、
彼
の
生
涯
に
わ
た
る

印
象
的
場
面
の
覚
え
書
き
と
い
っ
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
、
賢
治
に
と

っ
て
過
去
と
は
流
れ
去
り
再
び
戻
ら
ぬ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
過

去
と
か
ん
ず
る
方
角
」
（
『
春
と
修
羅
」
序
）
な
の
で
あ
り
、
心
を
そ
の
方
角
に

向
け
さ
え
ず
れ
ば
、
い
つ
で
も
眼
前
に
生
き
生
き
と
展
開
さ
れ
る
も
の
な
の
で

あ
る
。
．
彼
の
創
作
に
お
け
る
た
ゆ
ま
ぬ
改
稿
と
は
、
こ
の
よ
う
に
過
去
が
単
な

る
過
去
で
な
く
、
い
わ
ば
永
遠
の
現
在
で
あ
っ
た
こ
と
の
明
証
で
あ
る
と
考
え

ち
こ
と
も
で
き
る
。
 
「
泉
あ
み
家
」
を
は
じ
め
と
す
る
高
等
農
林
時
代
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
扱
っ
た
作
品
が
最
晩
期
の
執
筆
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ

ら
が
意
識
の
し
こ
り
と
し
て
解
き
ほ
ぐ
し
難
い
大
き
さ
を
も
っ
て
生
き
続
け
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

 
そ
の
よ
う
な
「
永
遠
の
現
在
」
の
一
つ
で
あ
る
「
大
礼
服
の
例
外
的
効
果
」
，

を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
高
等
農
林
二
年
の
紀
元
節
式
典
で
の
体
験
に
基
づ
く

ど
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
、

 
式
典
を
前
に
し
て
、
大
礼
服
に
身
を
固
め
た
校
長
は
不
安
に
か
ら
れ
て
い
る
。

薫
れ
ば
、
旗
手
を
勤
吻
る
富
沢
の
最
近
の
過
激
な
言
動
か
ら
「
恐
ろ
し
い
海
外
㌔

の
思
想
に
染
み
て
」
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
．
て
い
る
校
長
が
、
富
沢
は

式
そ
の
も
の
を
壊
す
よ
う
な
行
動
に
出
る
の
で
は
な
い
か
と
危
ぶ
ん
で
い
る
か
覧

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
富
沢
は
校
長
の
そ
の
よ
う
な
内
心
の
混
乱
を
隠
し
え
な

い
正
直
さ
に
共
感
を
覚
え
、
旗
手
を
勤
め
な
が
ら
、
雪
の
反
射
で
美
し
く
光
る

礼
服
姿
の
校
長
を
「
馬
子
と
し
て
」
み
つ
め
て
い
る
。
．

 
こ
の
作
品
の
特
異
さ
は
、
強
い
緊
張
関
係
に
あ
る
は
ず
の
二
人
が
お
互
い
の

生
の
核
心
を
よ
く
察
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
校
長
は
富
沢
か
ら
じ
っ
と

み
つ
・
の
ら
れ
る
ど
目
を
そ
ら
し
、
白
い
礼
装
用
の
手
袋
を
は
め
る
手
は
ぶ
る
ぶ

る
と
震
え
る
ほ
ど
の
状
態
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
卒
業
証
書
も
庄
活
の
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保
証
も
命
さ
へ
も
要
ら
な
い
と
云
っ
て
み
る
こ
の
若
者
の
何
と
美
し
く
し
か
も

扱
ひ
に
く
い
こ
と
よ
」
と
思
う
。
富
沢
は
徳
育
会
で
校
長
に
向
っ
て
「
校
長
さ
、

ん
の
仰
る
や
う
で
・
な
い
も
っ
と
ご
ま
か
し
の
な
い
国
体
の
意
義
を
知
り
た
い
の

で
す
」
と
正
面
か
ら
論
難
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
校
長
を
「
何
と
い
ふ
こ
の

美
し
さ
だ
。
こ
の
人
は
こ
の
正
直
さ
で
こ
～
ま
で
立
身
し
た
の
だ
」
と
思
う
。

、
校
長
は
青
年
の
青
年
期
特
有
の
ひ
た
む
き
な
姿
を
、
富
沢
は
小
心
な
大
人
の
懸

命
な
生
き
方
を
、
そ
れ
ぞ
れ
し
っ
か
り
と
理
解
し
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
単
に
「
大
礼
服
の
例
外
的
効
果
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

 
 
こ
の
作
品
が
そ
の
ま
ま
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
富
沢

の
言
動
は
賢
治
よ
り
む
し
ろ
卒
業
直
前
に
退
校
と
な
っ
た
友
人
、
保
阪
嘉
内
の

イ
メ
ー
ジ
に
近
い
と
も
い
え
る
。
・
た
だ
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
賢
治
が

そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
と
し
て
、
自
分
の
眼
だ
け
で
な
く
、
校
長
の
眼
ま
で
持
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註
1
）

 
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
吉
本
隆
明
氏
の
言
う
「
察
知
の
能

力
」
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
の
ち
に
童
話
の
中
で
自
在
に
生
か
さ
れ
る
と
し

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

て
も
、
す
べ
て
が
わ
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
両
刃
の
剣
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

 
 
き
さ
ま
も
も
》
つ

 
 
見
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
ず
る
ぶ
ん
見
た
の
だ
か
ら

 
 
眼
を
石
で
封
じ
ら
れ
て
も
い
い
こ
ろ
だ

 
 
 
3
6
号
！

 
 
左
の
眼
は
3
！

 
 
右
の
眼
は
6
！

 
 
 
ぶ
ち

 
 
斑
石
を
つ
か
っ
て
や
れ
 
 
 
（
「
鬼
言
」
（
幻
聴
）
 
「
春
と
修
羅
」
第
二

 
 
集
校
異
）

 
定
稿
で
は
最
初
の
三
行
は
削
除
さ
れ
、
意
味
の
ほ
と
ん
ど
つ
か
め
な
い
も
の

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
異
様
な
作
品
は
賢
治
の
生
の
核
心
を
語
る
も
の
で
あ

る
。
 
「
私
」
は
「
3
6
号
」
と
呼
ば
れ
る
受
刑
者
で
あ
り
㌔
見
て
は
な
ら
ぬ
も
の

を
見
た
罪
に
よ
り
、
石
に
よ
っ
て
左
の
眼
は
三
度
、
右
の
眼
は
六
度
た
た
い
て

つ
ぶ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
分
が
す
べ
て
に
感
応
す
る
「
あ
ん
ま
り
過
鋭
な
反

応
体
」
〈
「
花
壇
工
作
」
）
で
あ
る
ゆ
え
の
苦
し
み
。
そ
れ
故
に
、
眼
を
つ
ぶ
し

て
し
ま
い
た
い
一
自
己
を
抹
消
し
て
し
ま
い
た
い
と
い
う
衝
動
。
ζ
の
よ
う

な
賢
治
の
強
い
ら
れ
た
生
の
あ
り
よ
う
は
生
涯
を
お
お
う
も
の
で
あ
っ
た
ゆ

 
賢
治
の
年
譜
を
繰
っ
て
改
め
て
気
づ
く
こ
と
の
一
つ
は
、
賢
治
論
の
前
提
で

あ
る
か
に
思
え
る
「
東
北
の
貧
困
」
が
、
少
く
と
も
米
作
に
於
て
は
事
実
に
反

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
校
本
全
集
の
年
譜
に
よ
れ
ば
、
賢
治
の
誕
生
し
た

明
治
二
十
九
年
か
ら
、
死
去
し
た
昭
和
八
年
ま
で
の
三
十
七
年
間
に
、
明
確
に

凶
作
と
記
さ
れ
て
い
る
年
は
、
明
治
三
十
五
年
、
三
十
八
年
、
大
正
二
年
、
昭

和
六
年
の
四
年
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
昭
和
六
年
の
収
穫
高
は
九
八
、

九
二
〇
二
万
石
、
反
当
一
、
六
四
九
石
で
あ
り
、
豊
作
と
さ
れ
た
明
治
三
十
四

年
の
反
当
一
⊥
二
九
石
よ
り
ま
さ
っ
て
い
る
。
一
体
に
米
の
収
穫
高
は
品
種
改

良
の
成
果
に
よ
っ
て
年
々
増
大
し
、
大
正
六
年
の
大
豊
作
以
後
、
昭
和
六
年
を

除
い
て
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
百
万
石
以
上
の
石
高
を
示
し
て
い
る
。
賢
治
の
没
し

た
昭
和
八
年
に
は
石
高
一
三
二
、
七
七
八
八
万
石
、
反
当
二
、
一
二
九
石
ま
で

米
作
の
水
準
は
上
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
の
年
譜
で
み
る
限
り
、
盛
岡
高
等

農
林
学
校
入
学
（
一
九
歳
）
以
降
、
 
「
ヒ
デ
リ
ノ
ト
キ
ハ
ナ
ミ
ダ
ヲ
ナ
ガ
シ
／

ザ
ム
サ
ノ
ナ
ツ
ハ
オ
ロ
オ
ロ
ア
ル
キ
」
（
「
雨
ニ
モ
負
ケ
ズ
」
）
に
相
当
す
る
事

（164）



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
2
）

実
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
賢
治
の
羅
須
地
人
協
会
に
は
じ
ま
る
聖
霊
の
仕
事

が
、
た
と
え
う
ま
く
い
っ
た
と
し
て
も
「
ぜ
ん
た
い
い
ま
の
村
な
ん
て
／
借
り

ら
れ
る
だ
け
借
り
づ
く
し
／
負
担
は
年
々
増
す
ば
か
り
／
二
割
や
そ
こ
ら
の
増

収
な
ど
で
／
誰
も
ど
う
に
も
な
る
も
ん
で
な
い
」
（
「
会
見
」
 
『
春
と
修
羅
』

詩
稿
補
遺
）
と
い
う
現
実
の
壁
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
は
必
然
的
で
あ
っ
た
。
中
村

稔
氏
を
は
じ
め
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
農
民
の
貧
困
の
原
因
は
自
然
現

象
に
あ
る
よ
り
も
、
戦
前
の
日
本
の
資
本
主
義
を
支
え
た
土
地
所
有
制
度
に
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
賢
治
は
自
然
の
構
造
的
恐
怖
に
挑
む
究
極
の
人

間
は
描
い
て
も
（
「
グ
ス
コ
ー
プ
ド
リ
の
伝
記
」
）
、
人
為
の
構
造
的
恐
怖
に

正
面
か
ら
挑
む
人
間
は
描
か
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
実
は
充
分
に
知
り
な

が
ら
な
お
も
、
自
然
の
構
造
の
中
に
立
つ
こ
と
を
選
び
、
貧
困
に
身
を
す
り
寄

せ
、
自
己
を
極
小
化
、
空
言
化
す
る
こ
と
で
貧
困
の
計
り
の
針
を
少
し
で
も
下

げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

 
賢
治
の
生
涯
と
は
、
現
実
の
苦
悩
に
対
す
る
余
り
に
過
敏
な
感
性
を
持
つ
故

の
、
観
念
的
な
、
現
実
的
に
は
ほ
と
ん
ど
無
効
の
、
文
学
的
に
の
み
辛
く
も
有

効
性
を
示
し
う
る
よ
う
な
反
応
の
連
続
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
の
で

あ
る
が
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
生
の
軌
跡
を
要
請
し
た
も
の
を
東
北
の
貧
困
と
生

家
の
特
権
的
地
位
に
の
み
帰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
東
北
の
貧
困
が
彼
を
招

き
寄
せ
た
と
い
う
よ
り
、
「
わ
れ
身
命
を
愛
せ
ず
、
但
無
上
道
を
惜
し
む
」
（
法

華
経
勧
持
品
第
十
三
）
と
い
う
賢
治
の
宗
教
的
自
己
否
定
の
幻
想
が
そ
の
対
象

と
し
て
東
北
の
貧
困
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
弟
清
六
氏
が
伝
え
て

い
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
前
世
か
ら
の
カ
ル
マ
（
業
）
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
他

 
 
 
 
 
 
 
（
註
3
）

な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
・
な
ぜ
彼
だ
け
が
現
実
に
対
し
て
過
剰
に
反
応
す
る
の

宮
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賢
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於
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話
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成
立
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華
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か
、
誰
も
本
当
に
説
明
す
乃
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
 
最
近
ま
で
米
の
こ
と
を
書
く
と
き
、
わ
た
し
は
い
つ
も
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

 
 
を
お
ぼ
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
．
わ
た
し
の
家
は

 
 
二
、
三
町
歩
の
地
主
で
、
毎
年
十
数
人
の
小
作
人
が
納
め
に
き
た
米
を
食

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
4
）

 
 
べ
て
育
っ
た
か
ら
で
あ
る
り

 
杉
浦
明
平
氏
の
回
想
で
あ
る
。
杉
浦
氏
も
ま
た
特
権
を
欠
如
と
し
て
感
受
し

て
し
ま
う
人
間
の
一
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
価
値
の
逆
倒
は
、
ま
さ
に
倒

立
し
て
地
面
を
支
え
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
感
触
を
与
え
る
に
違
い
な
い
。
そ
し

て
、
そ
の
生
は
、
こ
の
携
帯
し
て
ル
ま
っ
た
自
己
を
正
常
に
地
面
に
着
地
さ
せ

る
た
め
の
無
限
の
努
力
と
化
す
の
で
あ
る
。
賢
治
が
杉
浦
氏
と
同
じ
く
書
く
世

界
に
入
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
、
法
華
経
の
信
者
と
な
り
父
と
争
っ
た
こ
と
も
、

せ
っ
か
く
得
た
農
学
校
教
師
の
地
位
を
棄
て
た
こ
と
も
、
こ
れ
に
起
因
す
る
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

言
っ
て
い
い
。
そ
れ
は
努
力
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
自
己
の
感
性
と
の
息
ま
ざ

る
戦
い
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
法
華
経
と
は
そ
の
よ
う
な
賢
治
が
最
後
ま
で
手

放
さ
な
か
っ
た
戦
い
の
た
め
の
武
器
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
5
）

 
島
地
大
害
著
『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
」
 
（
大
正
三
年
八
月
初
版
 
明
治
書

院
）
に
は
、
聖
徳
太
師
、
伝
教
大
師
、
弘
法
大
師
、
法
然
聖
人
、
道
元
禅
師
、

日
蓮
聖
人
、
存
覚
上
人
、
頭
隠
禅
師
の
順
で
「
法
語
」
 
（
賛
序
）
が
付
け
ら
れ

て
い
る
。
す
べ
て
こ
の
経
文
の
功
徳
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
が
、
そ
の
中
に

あ
っ
て
「
法
然
聖
人
法
語
」
だ
け
は
、
賛
で
あ
り
な
が
ら
法
華
経
の
受
容
の
不

可
能
を
述
べ
る
と
い
う
奇
妙
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
き
り
や
う
 
 
 
 
を
し
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
ゑ
 
 
ほ
っ
け

 
 
わ
れ
ら
が
器
量
は
こ
の
教
に
お
よ
ぱ
ざ
る
な
り
。
そ
の
故
は
、
法
華
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ぼ
さ
つ
し
や
う
も
ん
 
 
き
 
 
 
 
ゆ
ゑ
 
 
 
 
 
 
 
ぼ
ん
ふ

 
 
に
は
菩
薩
聲
聞
を
機
と
す
る
故
に
、
わ
れ
ら
凡
夫
は
か
な
ふ
べ
か
ら

 
 
 
 
お
も
 
 
 
 
な
h
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
み
だ
 
 
 
 
 
 
ほ
ん
ぐ
わ
ん
 
 
 
ま
つ
だ
い

 
 
ず
と
思
ふ
べ
き
也
。
し
か
る
に
阿
彌
陀
ほ
と
け
の
本
願
は
、
末
代
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ま
 
 
 
ぐ
わ
ん
 
 
 
 
り
や
・
・
 
 
 
と
き
け
つ
ち
ゃ
う

 
 
わ
れ
ら
が
た
め
に
お
こ
レ
給
へ
る
願
な
れ
ば
利
益
い
ま
の
時
に
決
定

 
 
わ
う
じ
や
う
 
 
 
 
な
り
 
 
 
 
み
 
 
じ
ょ
に
ん
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と

 
 
往
生
す
べ
き
也
。
わ
が
身
は
女
人
な
れ
ば
と
お
も
ふ
事
な
く
、
わ
が

 
 
み
 
 
ぼ
ん
な
う
あ
く
ご
ふ
 
 
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
み
だ

 
 
身
は
煩
悩
悪
業
の
身
な
れ
ば
と
い
ふ
事
な
か
れ
。
も
と
よ
り
阿
彌
陀

 
 
ほ
と
け
 
ぎ
い
あ
（
じ
ん
ぢ
う
 
 
し
ゅ
じ
や
う
 
 
 
さ
ん
せ
 
し
ょ
ぶ
つ
 
じ
つ
穿
う
 
に
ょ
ら
い

 
 
佛
は
罪
悪
深
重
の
衆
生
の
、
三
世
の
諸
佛
も
十
方
の
如
来

 
 
 
 
 
 
 
た
ま
 
 
 
 
 
 
 
・
 
 
 
む
か
 
 
 
 
ち
か
 
た
ま
 
 
 
 
ぐ
わ
ん

 
」
も
す
て
さ
せ
給
ひ
た
る
わ
れ
ら
を
、
迎
へ
ん
と
誓
ひ
給
ひ
け
る
願
に
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
う
じ
や
う
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
む

 
 
ひ
た
て
ま
つ
れ
り
。
往
生
う
た
が
ひ
な
し
と
深
く
思
ひ
い
れ
て
南
無

 
 
あ
み
だ
ぶ
つ
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
 
ま
を
 
 

'
ぜ
ん
に
人
 
あ
く
に
A
 
 
な
λ
し

 
 
阿
彌
陀
佛
南
無
阿
彌
陀
佛
と
申
せ
ば
、
善
人
も
悪
人
も
、
男
子
も

 
 
に
ょ
に
ん
 
 
 
じ
ふ
に
ん
 
じ
ふ
に
ん
 
 
 
 
 
ひ
や
く
に
ん
噛
ひ
や
く
に
ん

 
 
女
人
も
、
十
人
は
十
人
な
が
ら
、
 
百
人
は
百
人
な
が
ら
み
な

 
 
わ
う
じ
ょ
う

 
 
往
生
を
と
ぐ
る
な
り
。

 
こ
こ
に
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
の
動
乱
に
よ
っ
て
顕
在
化
さ

れ
た
こ
の
世
の
地
獄
的
様
相
の
な
か
で
、
す
べ
て
は
仏
で
あ
る
と
い
う
絶
対
一

元
論
へ
の
信
を
失
い
、
仏
と
凡
夫
．
浄
土
と
裟
婆
と
い
う
相
対
二
元
論
へ
の
転

回
に
よ
っ
て
救
わ
れ
ん
と
し
た
浄
土
教
思
想
の
核
心
が
語
ら
れ
て
い
る
。
、
法
然

の
弟
子
親
驚
が
、
き
ら
に
凡
夫
で
あ
る
こ
と
の
徹
底
し
た
自
覚
に
よ
る
逆
説
的
．

な
救
済
を
追
求
し
て
い
っ
た
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
篤
い
浄
土
真

宗
信
仰
の
中
で
育
っ
た
賢
治
は
「
小
生
は
す
で
に
道
を
得
心
 
歎
異
母
の
第
一

．
頁
を
以
て
小
生
の
全
信
仰
と
致
し
候
」
 
（
明
治
四
十
五
年
十
一
月
三
日
父
政
次

郎
あ
て
書
簡
）
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
ま
う
な
信
の
構
造
を
よ
く
理
解
し
て
い

た
。
小
学
校
の
作
文
で
「
父
の
よ
う
に
り
っ
ぱ
な
商
人
に
な
り
ま
す
」
と
書
い

た
賢
治
に
と
っ
て
、
．
・
父
は
こ
こ
で
も
規
範
で
あ
っ
た
。
政
次
郎
は
信
仰
の
師
犀

鳥
敏
へ
の
書
簡
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
自
己
の
信
を
語
っ
て
い
る
。

 
 
何
、
「
ツ
思
フ
ニ
響
応
テ
出
来
ル
次
第
ナ
ラ
バ
誰
力
三
悪
道
ノ
苦
患
ヲ
恐
レ

 
 
テ
常
住
ノ
安
楽
二
帰
セ
ザ
ル
モ
ノ
ア
ラ
ン
．
サ
レ
ド
宿
業
深
重
ノ
モ
ソ
決

 
 
シ
テ
其
処
二
心
付
上
ヌ
コ
ト
是
レ
ー
ッ
ニ
テ
モ
凡
慮
ヲ
絶
ス
ル
次
第
ト
存

 
 
厚
み
．
切
ハ
大
御
親
ノ
御
手
ノ
中
ニ
ァ
リ
ナ
ガ
ラ
彼
是
レ
差
別
ノ
候
事
ハ

 
 
皆
是
レ
宿
業
ノ
所
作
ト
賦
存
候
（
申
略
）
私
財
堅
ク
信
ジ
候
 
業
力
ハ
業

 
 
力
ナ
リ
摂
取
ハ
摂
取
ナ
リ
如
何
程
業
報
ノ
所
作
ニ
テ
迷
ヒ
狂
フ
事
ハ
ア
リ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と

 
 
ト
モ
間
違
ハ
ヌ
摂
取
ノ
御
手
ハ
三
極
マ
ル
適
温
ノ
明
ケ
ル
時
ア
ル
コ
ヲ
信

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
6
）

 
 
ジ
テ
疑
ヒ
嬉
野
候
（
明
治
四
十
年
六
月
二
十
六
日
）
「

 
こ
こ
で
語
ら
れ
て
守
る
の
は
、
 
「
人
は
そ
れ
で
も
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い

う
ご
と
で
あ
る
。
古
着
、
質
商
と
い
う
生
業
が
賢
治
の
言
う
よ
う
に
「
古
い
布

団
綿
、
あ
か
が
つ
い
て
ひ
や
り
と
す
る
子
供
の
着
物
、
う
す
ぐ
ろ
い
質
物
、
凍

，
つ
た
・
の
れ
ん
、
青
色
の
ね
た
み
、
乾
燥
な
計
算
、
そ
の
他
」
 
（
大
正
九
年
二
月

頃
保
阪
嘉
内
攻
書
簡
）
で
成
り
立
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
政
次
郎
は
長
男
と
し
て

父
喜
助
の
あ
と
を
継
ぎ
、
高
等
小
学
校
卒
業
以
後
そ
れ
に
一
心
に
た
ず
さ
わ
っ

て
来
た
。
そ
れ
が
自
分
に
与
え
ら
れ
た
「
宿
業
」
で
あ
っ
た
。
家
を
守
り
子
供

を
育
て
る
た
め
に
は
そ
う
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
自
己
が
ど
れ
ほ
ど
の
宿

業
の
故
の
罪
深
さ
に
あ
ろ
う
と
も
、
仏
の
慈
悲
は
そ
れ
故
に
救
い
を
約
束
さ
れ

る
と
い
う
浄
土
教
思
想
は
彼
の
生
を
根
底
で
支
え
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。

 
父
だ
け
で
は
な
い
。
浄
土
教
が
下
層
の
農
民
に
広
い
支
持
を
受
け
た
の
は
、

こ
の
よ
う
に
現
実
を
追
認
す
る
よ
り
他
に
、
生
を
支
え
る
論
理
は
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
賢
治
の
最
初
の
散
文
と
き
れ
る
、
「
家
長
制
度
」
．
に
表
現

さ
れ
た
「
身
も
世
も
な
さ
」
 
（
い
た
た
ま
れ
な
さ
）
か
ら
自
己
を
救
う
唯
一
の

方
法
は
、
す
べ
て
を
「
宿
業
」
と
考
え
る
こ
之
で
あ
る
。
夜
遅
く
ま
で
仕
事
を

し
て
そ
そ
く
さ
と
飯
を
か
き
込
み
、
厩
の
近
く
の
藁
の
中
で
寝
る
息
子
達
も
、

 
㍗
酒
呑
童
子
に
連
れ
て
来
ら
れ
て
洗
濯
な
ど
さ
せ
ら
れ
て
る
る
」
よ
う
に
、
よ
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ろ
こ
び
で
な
く
、
お
の
の
き
の
中
で
の
み
生
き
て
い
る
よ
う
な
女
も
、
そ
の
女

を
皿
を
落
し
た
く
ら
い
で
な
ぐ
り
つ
け
る
ほ
ど
感
性
の
荒
ん
で
し
ま
っ
た
主
人

も
、
女
が
な
ぐ
ら
れ
た
原
因
を
作
っ
た
山
歩
き
を
し
て
宿
を
求
め
だ
（
？
）
い

い
身
分
の
学
住
で
あ
る
「
わ
た
し
」
も
、
そ
れ
が
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
そ
の
よ

う
で
あ
る
の
は
、
「
彼
レ
是
レ
差
別
ノ
候
事
二
心
是
レ
宿
業
ノ
所
作
」
で
あ
る
．

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
動
か
し
よ
う
も
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
裟
婆
の

真
実
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
時
初
め
て
、
 
「
わ
た
し
」
は
出
さ
れ
た
飯
を
食
べ

る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
・

 
し
か
し
、
賢
治
は
食
事
を
「
そ
れ
な
ら
さ
っ
き
も
こ
と
わ
っ
た
の
だ
」
と
拒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

回
し
、
次
々
に
展
開
さ
れ
る
業
苦
の
ス
ナ
ッ
プ
に
身
を
縮
ま
せ
る
主
人
公
を
書

か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
彼
は
「
よ
だ
，
か
の
星
」
を
書
き
、
自
分
が
こ

の
「
人
は
（
生
物
は
y
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
、
そ
れ
故
に

強
靭
な
論
理
を
つ
い
に
容
認
で
き
ぬ
者
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。

が
、
そ
れ
抵
別
に
、
賢
治
の
父
に
対
す
る
宗
教
的
優
位
を
示
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
浄
土
教
思
想
に
よ
り
自
己
を
支
え
、
世
俗
的
に
成
功
し
た
父
の
力
で
、

中
学
、
高
等
農
林
と
進
学
で
き
た
彼
に
と
っ
て
、
二
代
目
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
で
あ

一
る
分
だ
け
、
こ
の
命
題
が
切
実
な
も
の
で
な
か
っ
だ
て
と
を
示
し
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、
現
世
の
業
苦
に
な
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
浄
土
教

ば
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
 
・
私
の
家
に
は
一
，
つ
の
信
仰
が
満
ち
て
ゐ
ま
す
。
私
は
け
れ
ど
も
そ
の
信
仰

 
 
を
あ
き
た
ら
ず
思
ひ
ま
す
。
勿
体
の
な
い
申
し
分
な
が
ら
こ
の
様
な
信
仰

 
 
は
み
ん
な
分
中
に
欄
居
る
間
だ
け
で
す
。
早
く
自
ら
の
出
離
の
道
を
明
ら
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ト
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
 
め
、
人
を
も
導
き
自
ら
神
力
を
も
且
ハ
へ
人
を
も
法
楽
に
入
ら
し
め
る
。
そ

 
 
れ
よ
り
外
に
私
は
私
の
母
に
対
す
る
道
が
あ
り
ま
せ
ん
。
・
（
大
正
七
年
六

宮
沢
賢
治
に
於
け
る
「
童
話
」
の
成
立
 
1
基
底
と
し
て
の
法
華
信
仰
一

月
二
十
日
前
後
保
阪
嘉
内
あ
て
書
簡
傍
点
引
用
者
）

 
 
又
く
る
み
は
盛
に
栗
鼠
が
食
ふ
。
丁
度
リ
ー
ダ
ア
に
あ
る
様
に
食
ふ
が
い

 
 
～
。
栗
鼠
の
食
ひ
残
り
は
人
間
生
存
競
争
の
落
伍
者
た
る
私
が
拾
っ
て
集

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

 
 
め
て
ほ
し
て
た
べ
た
り
売
っ
た
り
す
る
。
又
草
地
を
懸
り
か
へ
し
て
三
年

 
 
の
間
に
は
一
町
歩
も
畑
を
作
る
。
こ
の
畑
は
み
ん
な
菊
芋
を
作
る
つ
も
り

 
 
で
す
。
 
さ
て
、
こ
の
斜
な
考
で
働
く
の
で
は
、
私
は
私
の
今
の
家
を
支

 
 
へ
て
は
行
け
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
や
っ
と
わ
れ
わ
れ
の
生
活
費
に
は
間
κ

 
 
合
ふ
。
（
学
費
と
か
、
伊
勢
詣
り
の
費
用
は
出
せ
な
い
と
云
ふ
こ
と
で
す
。
）

 
 
毎
年
二
万
本
の
桐
苗
を
作
っ
て
み
れ
ば
千
円
は
入
る
。
沢
山
で
せ
う
。
こ

 
 
と
に
私
は
昆
布
や
豆
や
米
を
た
べ
る
丈
で
す
か
ら
交
際
費
な
ん
か
は
さ
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
 
ば
り
か
㌧
ら
な
い
し
、
又
や
が
て
は
私
は
木
の
葉
で
も
た
べ
て
生
け
る
様

 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
 
に
練
習
し
て
置
か
な
い
と
山
の
中
の
こ
と
で
す
か
ら
凶
作
に
会
っ
た
と
き

 
 
に
困
る
の
で
せ
う
。
 
（
大
正
七
年
十
月
（
推
定
）
 
保
阪
嘉
射
あ
て
書
簡

 
 
傍
点
引
用
者
）

 
差
し
出
さ
れ
た
飯
を
食
べ
な
い
と
い
う
消
極
的
抵
抗
を
、
思
想
的
な
自
己
定
」

．
立
に
逆
転
し
う
る
唯
一
の
方
法
は
、
自
己
を
業
苦
を
成
立
さ
せ
な
い
で
は
お
か

な
い
社
会
的
関
係
の
中
か
ら
救
い
出
し
、
最
終
的
に
は
人
間
関
係
の
外
に
あ
ヶ

な
が
ら
も
生
き
ら
れ
る
だ
け
の
「
神
力
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
わ

た
し
は
か
せ
が
な
く
て
も
（
食
べ
寒
く
て
庵
）
生
き
て
い
け
る
①
で
す
」
と
に

こ
や
か
に
皿
を
押
し
も
ど
せ
る
時
に
は
じ
め
て
、
み
え
す
ぎ
る
眼
を
庵
ち
な
が

ら
な
お
も
生
き
つ
づ
け
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
つ

 
そ
れ
は
「
法
然
聖
人
法
語
」
に
あ
る
よ
う
に
、
凡
夫
に
は
不
可
能
な
「
菩
薩

聲
聞
」
に
の
み
可
能
な
業
で
あ
る
。
し
か
し
賢
治
は
人
間
の
条
件
を
越
え
ね
ば
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な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
「
法
華
経
」
と
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
無
二
の
教

典
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

 
 
こ
 
 
も
ろ
も
ろ
 
に
ょ
ら
い
と
う
 
 
 
ま
た
ほ
う
べ
ん
 
 
 
ほ
ふ
 
 
と

 
 
是
の
諸
の
如
来
等
も
 
上
方
便
し
て
法
を
説
き
た
ま
は
ん

 
 
い
っ
さ
い
 
も
ろ
も
ろ
 
に
ょ
ら
い
 
む
り
ょ
う
 
 
ほ
う
べ
ん
 
 
も

 
 
］
切
の
諸
の
如
来
 
無
量
の
方
便
を
以
っ
て
諸
の
衆
生
を

 
 
ど
だ
っ
 
 
 
 
ほ
と
け
 
 
む
う
ち
 
 
い
 
 
 
 
 
 
 
 
も
し
ほ
ふ
 
 
き
 
 
 
 
あ

 
 
度
脱
し
て
 
佛
の
無
漏
智
に
入
れ
た
ま
は
ん
 
若
法
を
聞
く
こ
と
有

 
 
 
 
あ
の
 
 
 
ひ
と
 
 
 
 
 
 
 
じ
ゃ
う
ぶ
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

 
 
ら
ん
者
は
 
一
り
と
し
て
温
灰
を
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
無
げ
ん

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
方
便
品
第
二
」
）

 
 
わ
れ
つ
ね
 
 
し
ゅ
じ
や
う
 
 
 
だ
う
 
 
ぎ
や
う
 
 
ど
う
 
 
ぎ
や
う
 
 
 
 
 
 
し
 
 
 
 
ま
き

 
 
我
常
に
衆
生
の
道
を
行
じ
道
を
行
ぜ
ざ
る
を
知
り
て
鷹

 
 
 
ど
と
こ
ろ
し
た
が
た
め
し
ゆ
じ
ゅ
ほ
ふ
と

 
 
に
度
す
べ
き
所
に
随
ひ
て
 
爲
に
種
種
の
法
を
説
く
 
毎
に
自

 
 
 
こ
 
 
お
も
ひ
 
 
 
な
 
 
 
 
な
に
 
も
 
 
 
 
し
ゅ
じ
や
う
 
 
，
 
む
じ
や
う
だ
う

 
 
ら
是
の
念
ひ
を
作
さ
く
 
何
を
八
っ
て
か
衆
生
を
し
て
無
上
道
に

 
 
い
 
 
 
す
み
や
か
 
ぶ
っ
し
ん
 
 
じ
ゃ
う
じ
ゆ
 
 
 
 
 
 
 
え

 
 
入
り
 
速
に
佛
身
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
し
め
ん
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
如
来
寿
亘
里
口
叩
第
十
山
ハ
」
）

 
「
妙
法
蓮
華
経
」
の
根
本
精
神
は
「
父
母
か
ら
受
け
た
こ
の
身
の
ま
ま
で
仏

 
 
 
 
（
註
7
）

に
な
れ
る
こ
と
」
と
い
う
絶
対
一
元
論
で
あ
り
、
経
文
は
そ
れ
を
約
束
す
る
言

葉
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
仏
と
な
る
た
め
に
は
世
俗
の
生
活
や
煩
悩
や

悪
を
す
べ
て
ふ
り
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
の
み
説
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
「
提
婆
達
多
気
第
十
二
」
に
は
、
釈
尊
や
弟
子
達
に
迫
害
を
加
え
た
悪
人

ダ
イ
パ
ダ
ツ
タ

三
婆
達
多
（
釈
尊
の
従
弟
）
も
、
わ
ず
か
八
歳
の
少
女
も
仏
と
な
っ
た
こ
と
を

示
す
エ
．
ビ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
に
仏
性
は
宿
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
に
本
当
に
気
づ
け
ば
い
か
な
る
人
も
成
仏
し
う
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
賢
治
は
そ
れ
を
充
分
に
理
解
し
て
い
る
。
彼
が
大
正
八
年
に
印
刷
配
布

し
た
「
手
紙
二
」
に
は
、
罪
深
い
売
笑
婦
が
、
そ
の
す
べ
て
の
者
を
受
け
入
れ

る
無
差
別
な
愛
ゆ
え
に
、
ガ
ン
ジ
ス
の
流
れ
を
逆
流
さ
せ
る
神
通
力
を
得
た
こ

と
が
描
か
れ
て
い
る
。

 
し
か
し
、
賢
治
は
す
べ
て
を
捨
て
一
直
線
に
業
苦
に
あ
る
人
々
の
救
済
を
果

．
す
道
に
生
き
ん
と
し
た
。
小
野
隆
祥
氏
に
よ
れ
ば
、
賢
治
は
大
正
七
年
、
高
等

農
林
卒
業
頃
に
『
無
量
義
経
』
を
読
ん
で
い
る
。
 
「
ま
つ
も
ろ
と
も
に
か
が
や

く
宇
宙
の
微
塵
と
な
り
て
無
方
の
空
に
ち
ら
ば
ら
う
」
と
い
う
「
農
民
芸
術
概

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ

論
綱
要
」
の
提
唱
は
、
そ
の
「
善
能
く
分
身
散
体
し
て
十
方
の
国
土
に
遍
じ
、

一
切
二
十
五
有
の
極
目
の
衆
生
を
抜
済
し
て
悉
く
解
脱
せ
し
め
ん
」
に
よ
る
も

 
 
（
註
8
）

の
と
い
う
。
 
「
法
華
経
」
か
ら
出
発
し
た
賢
治
は
、
宗
教
的
幻
想
の
階
段
を
さ

ら
に
踏
み
上
っ
た
の
で
あ
る
。

 
 
こ
の
町
に
は
私
の
母
が
私
の
嫁
に
と
心
組
ん
で
み
た
女
の
子
の
家
が
あ
る

 
 
さ
う
で
す
b
 
ど
の
家
か
そ
れ
は
し
り
ま
せ
ん
。
 
ま
た
し
ら
う
と
も
し
ま

 
 
せ
ん
。
今
こ
れ
を
人
に
聞
き
な
が
ら
町
に
歩
く
と
し
た
ら
そ
れ
は
恋
す
る

 
 
心
で
せ
う
。
私
は
そ
め
心
を
呪
ひ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
私
に
は
大
き
な
役

 
 
目
が
あ
り
ま
す
。
摂
受
を
行
ず
る
と
き
な
ら
ば
私
は
恋
し
て
も
よ
い
か
も

 
 
知
れ
な
い
。
又
悪
い
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
今
の
私
に
は
悪
い
の
で

 
 
す
。
今
の
私
は
摂
受
を
行
ず
る
事
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
事
は
け
れ
ど

 
 
も
何
で
毛
な
い
。
何
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
は
み
な
一
握
の
雪
で
南
無
妙
法

 
 
蓮
華
経
は
空
間
に
充
満
す
る
白
光
の
星
雲
で
あ
り
衷
す
。
、
（
大
正
七
年
五

 
 
月
十
九
日
 
保
阪
乱
塾
あ
て
書
簡
）

 
こ
の
書
簡
の
中
で
彼
は
、
春
以
来
肉
食
を
絶
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。

摂
受
と
は
浄
土
教
信
仰
の
核
心
で
あ
り
、
そ
れ
を
否
定
し
た
賢
治
は
そ
の
対
極

に
あ
る
、
折
伏
を
旨
と
し
、
現
世
苦
を
宿
業
と
し
て
追
認
す
る
の
で
な
く
、
積
」

極
的
に
浄
土
と
な
す
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
を
命
ず
る
日
蓮
の
徒
ど
な
る
の
で

あ
る
。
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常
に
仏
禁
シ
．
て
言
ク
何
な
る
持
戒
智
慧
高
く
御
座
シ
て
一
切
経
並
に
法
華

 
 
経
を
進
退
せ
る
人
也
と
も
法
華
経
の
敵
を
見
て
責
め
罵
り
国
主
に
も
不
・

 
 
乱
人
を
恐
．
て
黙
止
す
る
な
ら
ば
必
無
間
大
城
に
堕
ッ
べ
し
 
 
讐
ば
私
は

 
 
謀
叛
を
発
さ
ね
ど
も
謀
叛
の
者
を
知
り
て
国
主
に
も
申
さ
ね
ば
与
同
罪
は

 
 
彼
謀
叛
の
者
の
如
し
 
南
岳
大
使
ノ
云
グ
法
華
経
の
雛
を
見
て
不
遇
阿
責
純

 
 
者
は
諦
法
の
者
也
無
間
地
獄
の
上
に
堕
チ
ん
と
 
見
て
申
さ
ぬ
大
智
者
は

 
 
無
間
の
底
に
堕
チ
て
彼
地
獄
の
有
う
ん
限
り
は
出
ッ
ベ
か
ら
ず
 
 
日
蓮
此
禁

 
 
シ
．
・
を
恐
る
 
故
に
国
中
を
責
メ
て
二
二
に
一
度
な
ら
ず
流
罪
死
罪
に
及
び

 
 
ぬ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'

 
大
正
八
年
、
田
中
智
恵
著
「
本
化
摂
画
論
」
、
及
び
『
日
蓮
上
人
御
遺
文
』

よ
り
抜
き
書
き
し
て
「
摂
折
御
文
 
僧
俗
御
判
」
の
ノ
ー
ト
を
つ
く
る
。
賢
治

の
目
に
は
父
政
次
郎
は
「
見
て
申
さ
ぬ
大
智
者
」
に
見
え
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
翌
九
年
、
六
百
五
十
年
前
に
日
蓮
が
法
難
を
受
け
た
十
月
二
十
三
日
（
旧

九
月
十
二
日
）
を
選
ん
で
、
田
中
倭
学
の
主
宰
す
る
石
柱
会
入
会
。
そ
の
夜

「
恐
ろ
し
さ
や
恥
か
し
さ
に
舞
え
な
が
ら
燃
え
る
計
り
の
悦
び
の
息
を
し
な
が

ら
」
 
（
大
正
十
年
一
'
月
申
旬
保
阪
あ
て
書
簡
）
花
巻
の
町
を
唱
命
を
と
な
え
て

歩
き
つ
づ
け
る
。
大
正
十
年
一
月
の
家
出
、
上
京
は
時
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
三

暫
ら
く
御
無
沙
汰
い
た
し
ま
し
た
。
お
赦
し
下
さ
い
。
度
々
の
お
便
り
あ

り
が
た
う
存
じ
ま
す
。
私
か
ら
お
便
り
を
上
げ
な
か
っ
た
こ
と
み
な
無
精

か
ら
で
す
。
済
み
ま
せ
ん
。
毎
日
学
校
へ
出
て
居
り
ま
す
。
何
か
ら
か
に

か
ら
す
っ
か
り
下
等
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
毎
日
の
乞
①
o
一
の
摂
取

量
で
も
わ
か
り
ま
す
。
近
ご
ろ
し
き
り
に
活
動
写
真
な
ど
を
見
た
く
な
つ

宮
沢
賢
治
に
於
け
る
「
童
話
」
の
成
立
 
-
基
底
と
し
て
の
法
華
信
仰
i

 
 
た
の
で
も
わ
か
り
ま
す
。
又
頭
の
申
の
景
色
を
見
て
も
わ
か
り
ま
す
。
そ

 
 
れ
が
け
れ
ど
も
人
間
な
の
な
ら
私
は
そ
の
下
等
な
人
間
に
な
り
ま
す
る
。

 
 
し
き
り
に
書
い
て
居
り
ま
す
る
。
書
い
て
居
り
ま
す
る
。
お
目
に
か
け
た

 
 
く
も
思
ひ
ま
す
。
愛
国
婦
人
と
い
ふ
雑
誌
に
や
っ
と
童
話
が
一
二
篇
出
ま

 
 
し
た
。
 
（
大
正
十
年
十
二
月
（
日
付
不
明
）
保
阪
嘉
内
あ
て
書
簡
）

 
大
正
十
年
一
月
、
父
に
改
宗
を
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
上
京
し
た
賢
治
は
国
柱
会

の
活
動
に
従
事
し
た
が
、
八
月
中
旬
帰
郷
、
十
二
月
に
は
稗
貫
農
学
校
の
教
諭

と
な
っ
た
。
そ
れ
を
友
人
に
対
レ
て
「
す
っ
か
り
下
等
に
な
り
ま
し
た
」
と

報
告
せ
ね
ば
な
ら
な
が
つ
た
の
は
、
東
京
で
の
活
動
の
挫
折
に
よ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
現
代
の
日
蓮
た
る
田
申
藩
学
に
従
い
こ
の
世
の
浄
土
化
を
果

さ
ん
と
し
た
彼
は
、
わ
ず
か
七
ヶ
月
で
帰
郷
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
挫
折
の

原
因
は
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
田
中
智
学
個
人
に
す
べ
て
を
ゆ
だ
ね
て
入
会

し
た
の
に
一
度
た
り
と
も
会
え
な
か
っ
た
こ
と
。
田
中
の
代
り
に
会
っ
た
幹
部

高
知
尾
重
三
か
ら
、
き
お
い
立
っ
た
家
出
を
「
よ
く
あ
る
こ
と
」
と
相
対
化
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
9
）

れ
冷
水
を
あ
び
せ
ち
れ
た
こ
と
。
会
に
対
す
る
忠
誠
心
と
、
実
際
の
仕
事
の
や
・

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'
 
（
註
1
0
）

り
き
れ
な
さ
つ
ま
ら
な
さ
と
の
背
理
、
な
ど
の
失
望
が
あ
っ
た
こ
と
コ
ま
た
、

同
じ
高
知
尾
に
よ
っ
て
、
所
謂
宗
教
家
に
な
る
の
で
な
く
、
お
の
お
の
の
本
分

に
従
っ
て
法
華
経
の
精
神
を
広
め
る
よ
う
に
諭
さ
れ
、
法
華
文
学
に
開
眼
し
童

話
を
書
き
初
め
た
賢
治
に
は
、
東
京
に
と
ど
ま
る
理
由
が
な
く
な
っ
た
と
い
う

こ
と
む
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
上
京
後
も
つ
づ
い
て
い
た
保
阪
へ
の
熱
い
「
折

伏
」
が
つ
い
に
果
せ
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
父
母
も
友
人
さ
え
も
着
信

の
徒
と
で
き
な
い
者
が
ど
う
し
て
田
中
智
学
の
い
う
よ
う
な
世
界
の
浄
土
化
の

成
員
に
な
れ
よ
う
と
い
う
、
自
己
嫌
悪
感
、
無
力
感
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
複
合
さ
れ
た
心
情
が
妹
ト
シ
の
病
状
の
悪
化
と
い
う
絶
好
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ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

の
口
実
に
よ
っ
て
賢
治
の
帰
京
を
早
め
た
の
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
も
の
が
「
下

等
な
人
間
」
と
い
う
自
己
認
識
で
あ
っ
た
。
彼
は
人
間
以
上
の
も
の
に
な
ろ
う

と
し
て
、
つ
い
に
人
並
以
下
の
も
の
に
し
か
な
れ
な
か
っ
だ
の
で
あ
っ
た
。
童

話
「
革
ト
ラ
ン
ク
」
は
、
そ
の
よ
う
な
人
間
失
格
者
と
し
て
の
自
己
を
徹
底
し
・

た
戯
画
調
で
嘲
笑
し
だ
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
1
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菅
谷
規
矩
雄
氏
は
こ
こ
に
賢
治
の
「
修
羅
」
の
成
立
を
み
て
い
る
。
彼
に
と

っ
て
の
人
間
の
条
件
が
人
間
を
超
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
以
上
、
自
己
が
人
間
の

名
に
価
せ
ぬ
も
の
i
「
修
羅
」
と
意
識
さ
れ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
自
己
が
そ
の
よ
う
な
者
で
あ
る
と
は
っ
き
軌
認
識
さ
れ
た
こ
と
が
逆

に
、
，
彼
に
た
し
か
な
「
書
く
こ
と
」
の
契
…
機
を
与
え
た
こ
と
は
記
憶
さ
れ
て
い

い
こ
と
で
あ
る
。
．
賢
治
に
あ
っ
て
は
「
下
等
な
人
間
」
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
「
書

く
こ
と
」
は
真
に
許
容
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
 
「
書
く
こ
と
」
と
は
何
よ
ゆ
も

ま
ず
自
己
自
身
の
た
め
の
行
為
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
者
の
た
め
に
命
を
捨

て
よ
う
と
し
た
賢
治
に
と
づ
て
そ
れ
は
許
し
が
た
い
罪
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
書
く
以
外
に
な
す
べ
き
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
現
実
で
の
自
己
の
存
在

理
由
を
失
い
な
が
ら
、
な
お
自
己
を
守
る
唯
一
の
方
法
、
そ
れ
が
お
そ
ら
く

「
書
く
こ
と
」
な
の
で
あ
り
、
彼
は
読
者
の
た
め
な
ど
で
な
く
、
虎
だ
自
己
を

救
済
す
る
た
め
に
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

 
レ
か
も
東
京
で
の
七
ケ
月
に
よ
っ
て
自
己
の
無
力
は
証
明
さ
れ
た
が
、
法
華
・

経
の
無
力
が
証
明
さ
れ
た
わ
け
で
鳳
な
か
っ
た
。
高
知
尾
師
に
よ
っ
て
示
さ
れ

た
「
法
華
文
学
」
 
（
仏
の
教
え
を
文
学
に
よ
っ
て
広
め
る
こ
と
）
と
い
う
方
法

は
、
残
さ
れ
た
光
明
で
あ
っ
た
。
自
分
の
信
仰
が
父
母
や
友
人
に
よ
っ
て
受

け
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
読
者
と
い
う
虚
の
空
間
に
向
っ
て
自
己
の

「
信
」
を
投
げ
か
け
る
ほ
か
は
な
い
。
．
菅
谷
氏
の
言
う
よ
う
に
そ
れ
は
明
ら
か

、
に
「
ひ
ら
き
な
お
り
」
で
あ
る
が
、
「
そ
れ
が
け
れ
ど
も
人
間
な
の
な
ら
」
と

書
き
え
た
賢
治
は
、
お
そ
ら
く
こ
こ
で
初
め
．
て
手
ご
た
え
の
あ
る
自
己
を
得
た

の
で
あ
る
。
．
「
お
目
に
か
け
た
く
も
思
ひ
ま
す
。
愛
国
婦
人
と
い
ふ
雑
誌
に
や

っ
と
童
話
が
＝
一
篇
出
ま
し
た
」
と
い
う
一
節
に
は
、
書
く
こ
と
で
こ
れ
ま
で

に
な
い
充
足
感
を
得
た
よ
う
ご
び
が
素
直
に
表
現
ざ
れ
て
い
る
。
．

 
し
か
し
、
そ
れ
が
な
ぜ
「
童
話
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
を

解
く
の
は
容
易
で
は
な
い
。
吉
本
隆
明
氏
の
言
う
よ
う
に
「
児
童
文
学
」
が
本

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
2
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質
的
に
規
定
不
可
能
な
概
念
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
「
児
童
」
の
側
か
ら
解
く

こ
と
は
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
賢
治
が
・
「
児
童
」
を
ひ
き
よ
せ
ね
ば
な
ら
な
か

 
つ
た
理
由
を
考
え
る
よ
り
他
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
の
 
「
人
は
生
き
ね
ば
な
ら

ぬ
」
と
い
う
息
づ
ま
る
よ
う
な
生
の
要
請
か
ら
、
 
「
児
童
」
は
ま
ぬ
か
れ
う
乃

存
在
で
あ
る
と
い
う
一
点
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

 
東
京
で
の
挫
折
を
経
て
も
な
お
、
賢
治
は
「
人
は
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い

う
現
実
追
認
の
論
理
だ
け
は
拒
も
う
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と

え
ば
「
な
め
と
こ
山
の
熊
」
の
小
十
郎
は
ま
さ
に
こ
の
論
理
に
す
が
っ
て
熊
を

撃
ち
生
計
を
立
て
る
の
で
あ
る
が
、
最
後
ま
で
そ
れ
に
な
れ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
熊
に
殺
さ
れ
た
小
十
郎
の
顔
が
「
冴
え
冴
え
し
て
何
か
笑
っ
て
み
る

や
う
に
さ
へ
見
え
た
」
の
は
、
こ
の
ま
と
わ
り
つ
く
よ
う
な
意
識
か
ら
解
放
さ

れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
「
な
れ
る
こ
と
の
で
き
な
さ
」
こ
そ
、
賢
治

が
抱
い
た
幻
想
と
し
て
の
「
児
童
」
の
本
質
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ

 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

れ
は
鳥
肌
の
立
っ
た
か
し
わ
が
、
一
本
一
本
羽
根
を
む
し
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
こ
と
を
意
識
し
た
と
き
、
食
べ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
経
験
を
も
た
な
か
っ
た
ろ

う
か
。
賢
治
が
作
品
の
読
者
に
想
定
し
た
「
少
年
少
女
期
の
終
り
頃
か
ら
ア
ド

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ

 
レ
ッ
セ
ン
ス
中
葉
」
（
『
注
文
の
多
い
料
理
店
」
広
告
文
）
と
は
こ
の
意
識
の
成
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立
期
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
ゆ
る
や
か
な
丘
の
起
伏
を
境
界
線
の
落

葉
松
の
褐
色
の
紐
が
ど
こ
ま
で
も
縫
ひ
、
黒
い
腐
植
の
し
め
っ
た
低
地
に
ば
か

た
ぐ
り
の
花
が
い
っ
ぱ
い
に
咲
き
そ
の
葉
に
は
あ
や
し
い
斑
が
明
滅
し
空
い
っ

ぱ
い
に
す
が
る
．
ら
の
羽
音
」
 
（
大
正
九
年
四
月
頃
 
保
阪
あ
て
書
簡
）
と
い
う

限
り
な
く
美
し
い
自
然
は
、
そ
の
「
な
れ
る
こ
と
の
で
き
な
さ
」
に
か
ら
め
ら

れ
た
感
情
を
解
放
す
る
た
め
の
必
須
の
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

 
 
 
 
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
、
 
 
、
 
、
 
 
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
3
）

い
。
そ
れ
が
賢
治
に
と
っ
て
の
「
児
童
」
の
世
界
な
の
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
四

 
賢
治
が
は
じ
め
て
童
話
を
書
い
允
の
は
弟
清
六
氏
の
回
想
に
よ
り
、
大
正
七

年
の
夏
鳥
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
読
み
聞
か
さ
れ
た
ど
い
う
「
蜘
蛛
と
な

め
く
ぢ
と
狸
」
、
「
双
子
の
星
」
が
共
に
生
存
競
争
へ
の
嫌
悪
を
テ
ー
マ
に
し
て
い

る
こ
ど
は
、
こ
の
時
期
の
賢
治
の
思
想
か
ら
言
っ
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

特
に
「
な
ま
ね
こ
な
ま
ね
こ
」
と
念
仏
（
？
）
を
唱
え
る
の
を
唯
一
の
免
罪
符
に

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

し
て
、
貧
欲
に
食
い
競
べ
を
し
て
い
る
動
物
た
ち
を
描
い
た
「
蜘
蛛
と
な
め
く

ぢ
と
狸
」
に
は
、
露
骨
な
ま
で
の
浄
土
教
的
畢
生
へ
の
反
擁
が
感
じ
ら
れ
る
っ

 
し
か
し
、
ず
で
に
見
た
よ
う
に
賢
治
に
於
い
て
真
に
書
く
世
界
が
成
立
す
る

の
は
大
正
十
年
で
あ
る
。
九
月
十
四
日
．
「
月
夜
の
で
ん
し
ん
ば
し
ら
」
、
十
五

日
「
鹿
踊
り
の
は
じ
ま
り
」
、
十
九
日
「
ど
ん
ぐ
り
と
山
猫
」
と
、
九
月
以
降

堰
を
切
っ
た
よ
う
に
作
品
は
生
み
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
直
前
の

八
月
二
十
日
の
日
付
を
も
つ
「
龍
と
詩
人
」
は
、
賢
治
が
「
書
く
こ
と
」
の
意

味
を
明
確
化
し
た
重
要
な
作
品
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
彼
は
残
さ
れ
た
唯
一

の
道
で
あ
る
「
書
く
こ
と
」
を
み
ず
か
ら
に
許
す
こ
と
の
根
拠
を
、
こ
こ
に
ひ

そ
か
に
記
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

宮
沢
賢
治
に
於
け
る
「
童
話
」
の
成
立
 
1
基
底
と
．
し
て
の
法
華
信
仰
1

 
作
品
は
罪
を
得
て
海
の
洞
窟
に
幽
閉
さ
れ
て
い
る
老
い
た
る
龍
チ
ャ
！
ナ
タ

に
、
若
き
詩
人
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
が
許
し
を
乞
う
場
面
か
ら
は
じ
ま
る
。
ス
ー
ル

ダ
ッ
タ
は
詩
賦
の
競
い
の
会
に
見
事
な
勝
利
を
得
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
ヂ
㍗
ー

ナ
タ
の
歌
の
盗
作
だ
と
い
う
噂
が
立
つ
。
た
し
か
に
洞
の
上
で
龍
の
ひ
そ
む
こ

と
を
知
ら
ず
詩
想
を
練
っ
た
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
は
、
そ
れ
を
否
定
し
き
れ
ず
に
、

詫
び
を
言
お
う
と
し
て
訪
ね
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
チ
ャ
ー
ナ
タ
は
彼

の
詩
が
決
し
て
劉
窃
で
は
な
い
こ
と
を
事
細
か
に
さ
と
し
、
詩
人
の
お
び
え
と

不
安
を
取
り
除
く
。
そ
し
て
、
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
の
謙
虚
さ
に
う
た
れ
た
チ
ャ
ン

．
ナ
タ
か
ら
「
う
も
れ
た
諸
経
を
た
つ
ね
に
海
に
は
い
る
と
き
に
捧
げ
る
」
赤
い

珠
を
与
え
ら
れ
る
。
す
る
と
詩
人
は
、
母
が
天
上
に
昇
る
日
ま
で
母
に
つ
か
え

る
か
ら
そ
れ
ま
で
珠
を
蔵
し
て
い
て
欲
し
い
と
願
う
。
二
人
は
よ
ろ
こ
び
に
満

ち
て
別
れ
を
告
げ
る
。

 
こ
の
印
象
的
な
短
篇
を
読
み
解
く
鍵
は
次
の
四
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
e

洞
窟
に
幽
閉
さ
れ
て
い
る
龍
チ
㍗
ー
ナ
タ
と
は
何
か
。
ロ
チ
ャ
ー
ナ
タ
の
ス
；

ル
ダ
ッ
タ
に
対
す
る
答
え
は
何
を
意
味
す
る
か
。
国
赤
い
珠
と
は
何
か
。
四
な

ぜ
ス
ー
ダ
ッ
タ
は
母
の
死
ま
で
珠
を
蔵
し
て
お
い
て
く
れ
と
願
っ
た
の
か
。

 
た
と
え
ば
伊
藤
眞
一
郎
氏
の
、
龍
は
法
華
信
仰
の
慢
心
に
よ
っ
て
ひ
き
起
こ

さ
れ
た
自
己
の
罪
深
い
所
業
に
対
す
る
作
者
の
悔
恨
と
自
戒
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ

 
 
 
9
（
註
1
4
）

る
と
い
う
読
み
は
、
e
に
対
す
る
秀
れ
た
回
答
で
あ
る
。
 
「
私
は
愚
か
な
も
の

で
す
。
何
も
知
り
ま
せ
ん
 
た
穿
こ
の
経
を
伝
へ
る
と
き
は
如
来
の
使
と
心
得

ま
す
」
（
大
正
十
年
七
月
下
旬
保
阪
あ
て
書
簡
）
と
書
き
、
「
『
本
仏
の
菩
薩
』

 
 
 
 
 
 
（
註
1
5
）

に
身
を
擬
し
て
い
た
」
'
賢
治
に
と
っ
て
、
「
幾
乖
背
の
海
を
自
由
に
漕
ぎ
、
そ

の
青
い
そ
ら
を
絶
え
絶
え
下
し
て
黒
雲
を
巻
き
な
が
ら
翔
け
れ
る
」
龍
と
は
馬

回
り
を
得
た
万
能
の
如
来
使
と
し
て
の
幻
想
の
自
己
の
詩
的
な
喩
で
あ
っ
た
。
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そ
し
て
、
己
れ
の
力
を
試
そ
う
と
し
て
龍
王
の
怒
り
を
か
い
幽
閉
さ
れ
た
龍
と

は
、
東
京
で
の
挫
折
、
帰
郷
に
よ
っ
て
再
び
家
を
出
る
理
由
を
み
ず
か
ら
消
失

さ
せ
て
し
ま
っ
た
法
華
行
者
失
格
の
自
己
の
姿
で
あ
っ
た
。
同
様
に
詩
人
ス
ー

ル
ダ
ッ
タ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
賢
治
に
残
さ
れ
た
「
書
く
こ
と
」
の
必
然
性
の

喩
で
あ
っ
た
。

 
こ
こ
で
賢
治
は
、
自
己
の
「
書
く
こ
と
」
が
「
法
華
文
学
」
で
あ
る
こ
と
の

両
義
性
に
悩
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
・
仏

の
教
え
を
文
学
の
形
を
借
り
て
広
め
る
の
は
い
い
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
何
の

創
造
性
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
た
の

で
あ
る
。
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
が
自
作
の
剰
窃
を
疑
わ
れ
、
足
が
震
え
る
ほ
ど
の
不

安
に
か
ら
れ
た
こ
と
は
、
賢
治
も
ま
た
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
尊
重
と
い
う
近
代

の
ド
グ
マ
に
一
度
は
か
ら
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
そ
の
両
義

性
を
解
消
さ
せ
え
た
の
は
、
や
は
り
法
華
経
の
教
え
で
あ
っ
た
。

 
 
私
は
斯
う
思
ひ
ま
す
。
誰
も
退
学
に
な
り
ま
せ
ん
退
学
な
ん
と
云
ふ
事
は

 
 
ど
こ
に
も
あ
り
ま
せ
ん
 
あ
な
た
な
ん
て
全
体
始
め
か
ら
無
い
も
の
で
す

 
 
け
れ
ど
も
又
あ
る
の
で
せ
う
 
退
学
に
な
っ
た
り
今
こ
の
手
紙
を
見
た
り

 
 
し
て
居
ま
す
。
こ
れ
は
只
妙
法
蓮
華
経
で
す
。
妙
法
蓮
華
経
が
退
校
に
な

 
 
り
ま
し
た
 
妙
法
蓮
華
経
が
手
紙
を
読
み
ま
す
 
下
手
な
字
で
ご
つ
ご
つ

 
 
と
書
い
て
あ
る
ら
し
い
手
紙
を
読
み
ま
す
 
手
紙
は
も
と
よ
り
誰
が
手
紙

 
 
と
き
め
た
訳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
 
元
来
妙
法
蓮
華
経
が
書
い
た
妙
法
蓮
華

 
 
経
で
す
。
あ
㌧
生
は
こ
れ
法
性
の
生
、
究
は
法
性
め
死
と
云
ひ
ま
す
。
只

 
 
南
無
妙
法
蓮
華
経
 
只
南
無
妙
法
蓮
華
経
 
 
（
大
正
七
年
三
月
二
十
日
前

 
 
後
 
保
阪
嘉
内
あ
て
書
簡
）

 
か
つ
て
傷
心
の
友
人
を
慰
め
た
、
こ
の
世
に
実
体
は
な
く
す
べ
て
は
「
仏
の

い
の
ち
」
i
妙
法
蓮
華
経
1
の
顕
現
で
あ
る
と
い
う
発
想
は
、
の
ち
に
「
私
と
'

い
ふ
現
象
は
因
果
交
流
電
燈
の
一
つ
の
青
い
照
明
で
す
」
と
、
『
春
と
修
羅
」

の
序
を
飾
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
万
象
同
母
説
に
よ
っ
て
保
阪
が
救
わ
れ
た
と

は
思
え
な
い
が
、
「
見
え
す
ぎ
る
眼
」
を
持
っ
た
賢
治
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
自

己
を
そ
の
苦
痛
か
ら
救
済
す
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
与
え
る
世
界
観
で
あ

っ
た
。
 
「
龍
と
詩
人
」
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

 
 
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
よ
、
あ
の
う
た
こ
そ
は
わ
た
し
の
う
た
で
ひ
と
し
く
お
ま

 
 
へ
の
う
た
で
あ
る
。
い
っ
た
い
わ
た
し
は
こ
の
洞
に
居
て
う
た
っ
た
の
で

 
 
あ
る
か
考
へ
た
の
で
あ
る
か
。
お
ま
ぺ
は
こ
の
洞
の
上
に
み
て
そ
れ
を
聞

 
 
い
た
の
で
あ
る
か
考
へ
た
の
で
あ
る
か
。
お
㌧
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
。
そ
．
の
と

 
．
き
わ
た
し
は
雲
で
あ
り
風
で
あ
っ
た
そ
し
て
お
ま
へ
も
雲
で
あ
り
風
で
あ

 
 
つ
た
。
詩
人
ア
ル
タ
が
も
し
そ
の
と
き
に
冥
想
す
れ
ば
恐
ら
く
同
じ
い
う

 
 
た
を
う
た
っ
た
で
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
よ
。
ア
ル
タ
の
語

 
 
と
お
ま
へ
の
語
は
ひ
と
し
く
な
く
お
ま
へ
の
語
と
わ
た
し
の
語
は
ひ
と
し

 
 
く
な
い
韻
も
恐
ら
く
さ
う
で
あ
る
。
こ
の
故
に
こ
そ
あ
の
歌
こ
そ
は
お
ま

 
 
へ
の
う
た
で
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
雲
と
風
と
を
御
す
る
分
の
そ
の
精
神
の
う

 
 
た
で
あ
る
。

 
少
く
乏
も
こ
こ
で
は
、
「
書
く
こ
と
」
は
「
独
創
」
と
い
う
近
代
的
自
我
を

前
提
と
す
る
概
念
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
書
く
こ
と
の
業
苦
か
ら

も
解
放
さ
れ
て
い
る
。
書
い
て
い
る
の
が
「
私
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
一

人
の
「
私
」
（
自
意
識
）
に
よ
っ
て
無
限
に
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
「

「
私
」
は
「
は
て
し
な
き
根
源
の
力
」
（
仏
）
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
う
た
わ
さ
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
責
任
は
問
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
雲
が
宇

'
宙
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
そ
の
様
相
を
変
化
さ
せ
る
の
に
何
の
理
由
も
な
い
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と
同
じ
く
、
私
の
「
作
品
」
が
そ
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
に
、
「
私
」
1
「
は

て
し
な
き
力
」
の
拡
声
器
た
る
「
私
」
i
-
に
は
何
の
責
任
も
な
い
の
で
あ

る
。
 
「
な
ん
の
こ
と
だ
か
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、

そ
ん
な
と
こ
ろ
は
、
わ
た
く
し
に
も
ま
た
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
」
と

い
う
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
の
序
文
に
は
￥
法
華
経
の
世
界
観
に
よ
っ
て

「
書
く
こ
と
」
の
根
源
を
支
え
ら
れ
た
賢
治
の
、
自
信
に
満
ち
た
姿
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
作
者
の
「
意
識
の
地
獄
」
は
、
「
仏
の
明
察
」
に
転

換
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
書
く
こ
と
」
は
賢
治
の
至
高
点
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
無
上
道
」
に
生
き
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
龍
か
ら
赤
い
珠
を
受
け
た
ス
ー
ル
ダ
ッ
タ
は
「
そ
れ
を
ど
ん
な

に
わ
た
し
は
久
し
く
ね
が
っ
て
い
た
か
」
と
心
か
ら
よ
ろ
こ
ぶ
。
そ
れ
が
「
真

 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
6
）

理
獲
得
の
資
格
を
有
す
る
」
こ
と
の
証
拠
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
ス
ー

ル
ダ
ッ
タ
に
は
母
が
あ
る
。
彼
は
母
が
死
し
て
天
上
に
昇
る
の
を
見
届
け
て
か

ら
海
に
入
っ
て
大
経
を
探
る
（
真
理
を
得
る
）
こ
と
を
龍
に
約
束
す
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
放
蕩
息
子
に
他
な
ら
ぬ
自
分
を
、
結
果
的
に

は
い
つ
も
許
し
て
く
れ
た
父
母
に
対
す
る
恩
愛
か
ら
、
今
は
仏
の
道
を
き
わ
め

る
こ
と
を
断
念
し
、
「
書
く
こ
と
」
・
に
と
ど
ま
ろ
う
と
し
た
賢
治
を
読
み
取
る

こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
大
正
十
年
の
時
点
で
は
、
仏
の
道
を
き
わ

め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
父
母
の
死
後
の
こ
と
だ
と
い
う
覚
悟
が
あ
っ
た

の
で
は
な
か
っ
た
か
。

 
こ
う
し
て
「
さ
ら
ば
そ
の
日
ま
で
龍
よ
珠
を
蔵
せ
コ
わ
た
し
は
来
れ
る
日
ご

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

と
に
ご
㌧
に
来
て
そ
ら
を
見
水
を
青
雲
を
な
が
め
な
が
ら
新
し
い
世
界
の
造
営

宮
沢
賢
治
に
於
け
る
「
童
話
」
の
成
立
 
-
基
底
と
し
て
の
法
華
信
仰
ー

ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

の
方
針
を
お
ま
へ
と
語
り
合
は
う
と
思
ふ
」
 
（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
ス
ー
ル

ダ
ッ
タ
の
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
「
童
話
」
と
な
っ
て
結
実
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
そ
の
日
」
は
思
い
よ
り
も
早
く
や
っ
て
来
る
こ
と
に
な
る
。
詩
人
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

ー
ル
ダ
ッ
タ
（
賢
治
）
が
珠
を
受
け
、
 
「
新
し
い
世
界
の
造
営
の
実
行
」
に
向

け
出
発
す
る
の
は
五
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
順
順
地
人
協
会
の
活
動
の
は
じ

 
 
 
う
芝
1
7
）

ま
り
で
あ
る
。

註
1

註
2

註
3

註
4

註註
65

旧註註
987

註
1
0

吉
本
隆
明
「
宮
沢
賢
治
」
 
「
悲
劇
の
解
読
」
所
収
昭
和
5
4
年
1
2
月

筑
摩
書
房

年
譜
は
昭
和
三
年
に
四
十
日
以
上
の
皇
霊
の
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
年
も
豊
作
で
あ
っ
た
。

宮
沢
清
六
「
兄
賢
治
の
生
涯
」
 
筑
摩
書
房
版
全
集
別
巻
「
宮
沢
賢
治

研
究
」
所
収
 
昭
和
4
4
年
8
月

杉
浦
民
平
百
米
L
週
刊
朝
日
編
雇
段
の
響
俗
史
」
所
収

昭
和
5
6
年
1
月

今
回
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
大
正
1
3
年
1
0
月
の
第
二
十
五
版
で
あ
る
。
'

金
沢
大
学
鼠
落
文
庫
蔵
 
宮
沢
政
次
郎
書
簡
集
 
 
『
日
本
文
学
研
究
資

料
叢
書
 
宮
沢
賢
治
皿
」
所
収
 
昭
和
5
8
年
2
月
 
有
精
堂

久
保
田
正
文
『
法
華
経
を
語
る
」
．
昭
和
4
5
年
7
月
 
日
新
出
版

小
野
隆
祥
「
宮
沢
賢
治
の
思
索
と
信
仰
』
 
昭
和
5
4
年
1
2
月
 
泰
流
社

平
尾
隆
弘
氏
の
指
摘
に
よ
る
つ
「
宮
沢
賢
治
」
 
昭
和
5
3
年
1
1
月
 
国

文
社

菅
谷
規
矩
雄
氏
の
指
摘
に
よ
る
。
 
「
宮
沢
賢
治
序
説
」
 
昭
和
5
5
年
H

月
大
和
書
房
賢
治
の
「
食
」
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
は
こ
の
書
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註
1
1

註註
13 12

．
註
1
4

註註註
17 16 15

に
多
大
の
示
唆
を
受
け
た
。

註
1
0
に
同
じ
 
賢
治
の
「
修
羅
」
の
成
立
と
内
実
に
つ
い
て
は
馬
小
野

隆
祥
氏
前
掲
書
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。

吉
本
隆
明
「
童
話
的
世
界
」
 
註
1
に
同
じ

賢
治
に
於
け
る
「
童
話
」
の
意
味
が
こ
れ
に
尽
き
る
わ
け
で
は
勿
論
な

い
。
作
品
論
を
重
ね
る
中
で
、
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

伊
藤
眞
一
郎
「
『
龍
と
詩
人
」
論
」
 
『
作
品
論
宮
沢
賢
治
」
所
収

昭
和
5
9
年
6
月
 
双
三
社
出
版

註
8
に
同
じ

註
1
4
に
同
じ

伊
藤
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
作
品
中
の
「
母
」
を
妹
ト
シ
の
投
影
と
考
、

え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
詳
論
の
機
会
を
待
ち
た
い
。
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