
が

景
戒
が
ど
う
い
う
経
歴
を
持
ち
、
ど
う
い
う
人
生
を
送
っ
た
か
と
い
う
事

と
、
『
日
本
霊
異
記
』
が
ど
う
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
事
と
は

深
い
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

景
戒
に
と
っ
て
、
延
暦
六
年
か
ら
七
年
は
人
生
上
で
の
大
き
な
転
換
期
で

あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
延
暦
七
年
三
月
十
七
日
、
景
戒
は
自
己

の
焼
身
の
夢
を
見
て
い
る
。

景
戒
身
死
之
時
積
し
薪
焼
二
死
身
一
差
景
成
之
魂
神
立
一
於
焼
レ
身
之

辺
一
而
見
之
如
レ
意
不
焼
也
即
白
取
し
搭
所
焼
己
身
榮
巣
串
挽
返
焼

云
二
教
先
焼
之
他
人
一
言
．
如
し
我
能
焼
之
己
身
之
脚
膝
節
骨
臂
頭
皆

所
し
焼
断
落
也
髪
景
戒
之
神
識
出
ン
声
而
叫
有
し
側
人
耳
当
レ
ロ
而

叫
教
一
語
遺
言
一
彼
語
言
音
空
不
レ
所
し
間
者
彼
人
不
し
答
妄
景
戒

惟
付
死
人
之
神
者
無
し
音
故
我
叫
語
之
音
不
レ
聞
也
夢
答
未
ン
来
唯

①

惟
之
者
若
得
長
二
命
一
美
若
得
二
官
位
一
（
下
巻
三
十
八
縁
）

景
戒
は
こ
の
自
己
焼
身
の
夢
を
、
長
命
と
官
位
を
得
る
前
兆
と
み
て
お
り
、

景
戒
の
出
自
と
そ
の
背
景

景
戒
の
出
自
と
そ
の
背
景

』

む

彼
の
夢
解
き
の
よ
う
に
延
暦
十
四
年
に
は
伝
燈
住
位
を
得
て
い
る
。
ま
た
延

暦
七
年
を
景
戒
三
十
歳
と
し
、
「
霊
異
記
』
完
成
を
弘
仁
末
年
と
し
て
み
る

と
、
夢
の
後
三
十
数
年
は
生
き
て
い
る
事
は
確
実
で
あ
る
か
ら
六
十
数
歳
に

至
り
、
長
命
を
も
全
う
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
て
、
こ
の
脆
身
の
夢
の
解
釈

に
つ
い
て
、
守
屋
俊
彦
氏
は
景
戒
火
葬
の
夢
は
彼
が
伝
燈
住
位
を
得
た
こ
と

の
前
兆
で
は
な
く
、
そ
の
後
で
語
ら
れ
る
息
子
の
死
、
馬
の
死
の
前
兆
と
し
、

②

夢
は
逆
夢
で
な
く
、
正
夢
だ
と
解
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
藤
森
賢

一
氏
は
逆
夢
と
み
、
自
ら
を
火
葬
に
付
す
夢
が
、
景
戒
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
行
基
の
火
葬
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
し
、
福
島
行
一
氏
の
指
摘
し
た
僧

③

で
最
初
に
火
葬
さ
れ
た
道
昭
の
影
響
も
無
視
し
が
た
い
と
述
雫
へ
て
い
る
。

以
上
、
守
屋
、
藤
森
両
氏
の
死
に
対
す
る
観
点
は
、
こ
の
夢
を
不
吉
で
呪

わ
し
い
も
の
と
見
る
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
が
、
果
し
て
宗
教
的
次
元
に
お

い
て
そ
う
見
る
事
が
正
し
い
か
ど
う
か
問
題
が
残
る
。
つ
ま
り
宗
教
的
に
は

死
は
再
生
の
前
提
で
あ
り
、
滅
罪
と
成
仏
の
方
法
で
あ
っ
た
。
死
は
恐
怖
で

は
あ
っ
て
も
不
吉
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
ま
た
福
島
氏
は
道
昭
の
影
響
を
指

摘
す
る
が
、
「
霊
異
記
』
上
巻
二
十
二
縁
で
は
、
『
続
日
本
紀
』
所
収
の
道

丸

山
4
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昭
卒
伝
と
は
異
な
り
、
火
葬
の
記
事
は
無
く
、
極
楽
往
生
課
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
道
昭
の
影
響
は
必
ず
し
も
正
鵠
を
得
て
い
る
と
は
思
え

な
い
の
で
あ
る
。

景
戒
が
焼
身
の
夢
の
後
、
伝
燈
住
位
を
得
た
事
実
を
重
視
す
る
な
ら
、
中

村
恭
子
氏
が
「
景
戒
の
出
家
を
象
徴
す
る
意
味
ふ
か
い
夢
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
景
戒
の
肉
体
的
死
と
魂
の
存
続
は
、
過
去
の
生
へ
の
死
と
、
生
死
を
超

④

え
た
境
地
を
求
め
て
の
再
生
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
」

と
述
べ
て
い
る
説
を
支
持
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

景
戒
は
こ
の
焼
身
の
夢
を
転
期
に
、
官
僧
へ
の
道
を
歩
み
出
し
た
こ
と
に

な
る
訳
で
あ
る
。
そ
の
後
の
歩
み
に
つ
い
て
、
寺
川
真
知
夫
氏
に
よ
れ
ば
、

延
暦
六
年
九
月
か
ら
十
四
年
十
二
月
の
間
に
官
度
と
具
戒
を
受
け
、
薬
師
寺

に
所
属
し
た
と
想
定
し
、
延
暦
九
年
閏
三
月
十
日
、
皇
后
不
豫
に
よ
っ
て
許

さ
れ
た
臨
時
度
者
二
百
人
の
中
に
官
度
を
得
、
薬
師
寺
で
学
問
僧
と
し
て
修

⑤

行
し
、
具
戒
を
受
け
、
延
暦
十
四
年
伝
燈
住
位
を
得
た
と
し
て
い
る
。
こ
の

寺
川
氏
の
想
定
の
当
否
は
と
も
か
く
も
、
こ
の
期
間
は
景
戒
の
厳
し
い
修
行

時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
固
く
な
い
。
景
戒
は
そ
の
結
果
と
し
て
伝
燈

住
位
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
時
の
仏
教
界
の
動
向
は
、
光
仁
、
桓

武
朝
の
政
策
に
よ
る
仏
教
統
制
期
で
あ
っ
た
。
奈
良
中
期
に
始
ま
る
道
鏡
の

仏
教
政
治
の
あ
と
政
教
の
混
渚
に
よ
っ
て
国
庫
が
窮
乏
し
、
律
令
制
の
矛
盾

の
激
化
に
よ
る
班
田
農
民
の
分
解
が
起
こ
る
深
刻
な
事
態
に
直
面
し
て
い
、
た

の
で
あ
っ
た
。
道
鏡
の
失
脚
に
よ
る
光
仁
天
皇
の
即
位
は
、
そ
う
い
う
難
問

を
か
か
え
な
が
ら
堕
落
し
膨
張
し
た
仏
教
統
制
に
力
を
尽
さ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
問
題
点
は
、
こ
れ
ま
で
さ
か
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
造
寺
造
仏

／

砦

尋

、

三
四

が
国
費
の
莫
大
な
消
費
を
招
い
た
こ
と
、
お
よ
び
僧
尼
の
濫
度
、
私
度
僧
の

⑥

横
行
に
よ
る
生
産
人
口
の
減
少
に
対
処
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
光
仁
・
桓
武

期
の
仏
教
統
制
に
つ
い
て
の
概
要
と
史
料
に
つ
い
て
は
、
辻
善
之
助
『
日
本

仏
教
史
第
一
巻
上
世
篇
』
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
今
は
触
れ
な
い
が
、

景
戒
が
中
央
に
お
い
て
活
動
し
よ
う
と
す
る
時
期
は
、
そ
う
い
う
寺
院
と
僧

尼
に
対
す
る
厳
し
い
統
制
期
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
仏
教
統
制
政
策
に
と
も

な
い
、
前
代
以
来
、
広
大
な
寺
領
に
あ
ぐ
ら
を
か
き
、
多
数
の
僧
尼
を
徒
食

さ
せ
て
い
た
南
都
諸
大
寺
の
荒
廃
は
榎
う
。
へ
く
も
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
苦

境
に
あ
え
ぐ
南
都
教
団
と
、
そ
れ
に
属
す
る
人
為
の
不
平
と
反
撒
が
強
く
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
志
田
諄
・
一
氏
は
一
。
霊
異
記
」
の
中
に
「
薬
師
寺
の
自

⑦

己
擁
護
と
、
法
相
宗
教
団
の
凹
己
主
張
」
が
あ
る
と
述
・
へ
て
い
る
が
、
こ
の

時
期
の
意
識
が
あ
る
程
度
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
景
戒
は

得
度
、
具
戒
、
更
に
学
僧
と
し
て
伝
燈
住
位
と
順
調
な
コ
ー
ス
を
辿
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
僧
尼
令
と
厳
格
な
戒
律
を
守
る
優
れ
た
僧
と
し
て
歩

ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
「
霊
異
記
』
の
原
質
と
な

る
よ
う
な
私
度
僧
の
世
界
へ
の
広
が
り
は
、
こ
の
時
期
に
形
所
さ
れ
た
も
の

と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
本
書
に
は
、
私
度
僧
追
害
説
話
と
い
う
一
群
の

説
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
私
度
僧
を
迫
害
し
た
者
が
罰
を
受
け
た
り
、
即
座
に

死
ん
だ
り
す
る
説
話
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
も
の
が
成
立
す
る
背
景
に
は
景

戒
の
長
い
私
度
僧
体
験
か
ら
来
る
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
ま

た
、
畿
内
を
中
心
と
し
、
全
国
に
渡
る
庶
民
の
説
話
を
収
集
す
る
態
度
も
唱

導
者
と
し
て
の
私
度
僧
体
験
を
経
て
の
事
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

⑧

通
説
に
よ
る
と
『
霊
異
記
』
の
原
撰
は
延
暦
六
年
で
あ
る
。
こ
の
年
は
、

圭

月
一



景
戒
が
官
僧
の
道
を
歩
も
う
と
志
す
時
期
と
期
を
‐
一
に
し
て
い
る
。
逆
に
言

う
と
、
景
戒
の
私
度
僧
時
代
が
そ
れ
以
前
で
あ
る
か
ら
、
景
戒
私
度
僧
時
代

の
集
成
が
『
霊
異
記
」
原
撰
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
出
来
る

訳
で
あ
る
．
。

そ
こ
で
、
延
暦
六
年
以
前
の
景
戒
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
こ
の
時

期
の
景
戒
を
考
え
る
要
点
を
紀
伊
国
名
草
郡
を
中
心
に
し
た
時
代
と
言
う
様

に
考
え
て
み
た
。
景
戒
が
名
草
郡
の
出
身
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
諸
説
が

あ
る
。
橋
川
正
氏
は
「
紀
伊
国
に
関
係
あ
る
説
話
は
十
八
条
の
多
数
に
上
り
、

平
城
京
及
び
大
和
国
に
次
い
で
居
る
」
事
と
、
「
下
巻
の
自
叙
の
中
に
延
暦

六
年
九
月
四
日
の
子
の
時
に
見
た
夢
相
を
見
る
に
『
差
景
戒
聞
之
廻
頭
而
蜷

と
人
者
、
有
紀
伊
国
名
草
郡
内
柚
見
果
村
之
沙
弥
鏡
日
也
』
と
あ
る
。
い
く

ら
夢
の
出
来
事
と
は
い
へ
、
か
く
ま
で
も
地
名
が
細
し
く
出
る
以
上
は
そ
の

土
地
は
景
戒
と
鮫
も
親
し
い
処
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
」
と
二
点
を
上
げ
、

「
彼
是
綜
合
し
て
考
え
る
と
紀
伊
国
は
景
戒
の
故
郷
で
あ
る
か
或
ひ
は
少
く

と
も
嘗
て
比
較
的
永
く
住
ん
だ
土
地
で
密
接
な
関
係
を
有
す
る
に
相
異
な

⑨

い
し
」
と
述
・
へ
て
い
る
。
更
に
志
Ⅲ
諄
一
氏
は
、
主
と
し
て
上
巻
第
五
縁
の

大
部
屋
栖
野
古
の
話
の
検
討
や
、
名
草
郡
に
大
伴
氏
が
集
住
し
て
い
た
こ
と

か
ら
「
景
戒
は
紀
伊
国
名
草
郡
の
人
で
、
そ
の
出
自
は
名
草
郡
の
郡
司
居
大

⑩

伴
氏
で
は
な
い
か
」
と
推
測
し
て
い
る
。
ま
た
原
田
行
造
氏
は
「
説
話
の
骨

格
と
も
い
う
尋
へ
き
年
時
、
場
所
、
人
名
の
整
備
度
を
一
定
の
数
値
に
置
き
換

え
、
整
備
値
を
求
め
て
み
た
結
果
、
奈
良
京
周
辺
は
師
先
強
で
、
一
霊
異
記
」

全
説
話
の
平
均
整
備
値
帥
％
弱
よ
り
も
低
率
を
示
し
て
い
る
。
更
に
大
和
和

％
強
、
畿
内
諸
国
鞭
％
強
と
帝
都
よ
り
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
整
備
値
が
低
下

景
戒
の
出
自
と
そ
の
背
景

心

し
て
い
く
が
、
紀
伊
国
の
そ
れ
は
妬
％
強
と
格
段
の
高
率
を
誇
っ
て
い
る
。

ま
た
関
係
説
話
を
郡
別
に
検
討
し
て
み
る
と
、
名
草
郡
を
舞
台
に
展
開
す
る

説
話
の
整
備
値
は
昭
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の
郡
関
係
の
そ
れ
は

⑪

池
％
を
示
し
、
約
、
％
の
ひ
ら
き
が
で
た
。
」
と
し
、
紀
伊
国
名
草
郡
在
住

説
を
有
力
に
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
高
瀬
承
巌
氏
は
橋
川
氏
を
批
判
し
て
「
若
し
記
事
が
多

い
と
の
こ
と
を
以
て
論
じ
た
ら
大
和
生
れ
な
り
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

一
歩
退
い
て
大
和
は
そ
の
半
生
の
住
処
で
あ
っ
た
関
係
と
当
時
の
文
化
が
大

和
中
心
で
あ
っ
た
か
ら
多
い
と
し
た
ら
、
河
内
に
厩
す
る
も
の
又
頗
る
多
い

か
ら
河
内
生
ま
れ
と
も
云
得
る
の
で
あ
っ
て
、
数
字
で
推
定
す
る
こ
と
は
全

然
誤
り
で
あ
る
と
は
云
へ
い
が
、
相
当
危
険
を
伴
ふ
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば

⑫

な
ら
ぬ
。
」
と
述
守
へ
て
い
る
。
又
同
様
な
見
地
か
ら
八
木
毅
氏
も
紀
伊
国
名

⑬

草
郡
出
自
説
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
原
田
氏
の
出
し
た
整
術
値
か
ら

の
見
解
、
お
よ
び
夢
の
中
に
鏡
日
が
現
わ
れ
『
諸
教
要
集
』
を
与
え
た
と
い

う
こ
の
二
つ
の
事
柄
は
、
景
戒
が
名
草
郡
出
身
で
は
な
く
と
も
長
期
に
渡
っ

て
住
ん
で
い
た
事
を
示
す
も
の
と
し
て
誤
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

で
あ
る
。

景
戒
は
延
暦
六
年
九
月
四
日
、
突
然
「
漸
塊
の
心
」
を
発
し
、
そ
の
夜
、

名
草
郡
楠
見
栗
村
の
沙
弥
鏡
日
の
夢
を
見
た
。
こ
の
鏡
日
か
ら
は
『
諸
教
要

集
』
と
い
う
唱
導
の
た
め
の
経
典
を
書
写
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

⑭

こ
の
『
諸
教
要
集
」
は
「
諸
経
要
集
」
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
が
、
『
霊
異

⑮

記
』
説
話
の
翻
案
に
も
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
諸
注
釈
書
の
示
す
と
こ
ろ
で

あ
り
、
こ
れ
が
名
草
郡
の
一
僧
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
景
戒
が
名

三
五

､

２

凸



1

景
戒
が
法
相
宗
の
系
統
の
僧
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
景
戒
が
所
属
し
＆

た
薬
師
寺
が
そ
の
大
本
山
で
あ
る
こ
と
か
ら
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
書
に

ど
う
い
う
形
で
現
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
志
田
諄
一
氏
は
『
霊
異
記
」

に
お
け
る
寺
院
に
法
相
宗
系
の
寺
院
が
多
い
こ
と
、
法
相
宗
と
対
立
し
て
い

た
三
論
系
の
寺
院
の
説
話
が
法
相
宗
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
法
相
宗
の
僧
に
対
し
て
必
要
以
上
に
擁
護
す
る
き
ら
い
が
あ
る
こ

と
、
三
論
宗
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
智
光
が
行
基
を
批
判
し
た
た
め
死
後
地

⑯

獄
の
責
め
苦
を
体
験
し
た
こ
と
な
ど
を
上
げ
て
い
る
。
ま
た
菊
地
良
一
氏
は

下
巻
三
十
い
縁
の
「
種
子
」
の
問
題
を
検
討
し
て
、
「
霊
異
記
』
の
い
う
表

相
思
想
が
法
相
宗
の
唯
識
教
学
の
種
子
説
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
、

景
戒
は
法
相
の
僧
侶
と
し
て
唯
識
の
教
学
に
深
い
造
詣
が
あ
っ
た
と
述
、
へ
て

⑰

い
る
。
こ
の
様
に
、
景
戒
は
後
法
相
宗
の
学
僧
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
・

景
戒
の
こ
う
い
う
動
き
が
既
に
紀
伊
国
の
中
に
あ
っ
た
と
し
て
、
紀
伊
国
説

話
の
中
に
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

草
郡
時
代
に
私
度
僧
と
し
て
唱
導
活
動
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言

え
る
。そ

こ
で
次
に
名
草
郡
に
お
け
る
景
戒
の
在
り
方
を
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
の
具
体
策
と
し
て
、
景
戒
が
後
に
薬
師
寺
僧
と
な
っ
て
い
く
必

然
性
を
名
草
郡
を
中
心
と
す
る
紀
伊
国
の
中
で
探
っ
て
い
く
と
い
う
方
法
で

論
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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右
の
一
覧
表
は
「
霊
異
記
』
の
紀
伊
国
説
話
か
ら
「
寺
院
」
と
「
僧
」
を

抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
覧
表
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
景

戒
が
生
ま
れ
、
生
き
て
き
た
時
代
の
意
識
で
ま
と
め
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
下

巻
の
記
事
が
多
い
こ
と
と
、
僧
に
対
し
て
は
説
話
内
容
上
好
意
的
に
取
り
扱

わ
れ
て
い
る
点
が
指
摘
で
き
、
景
戒
に
と
っ
て
は
身
近
か
な
気
持
で
説
話
を

ま
と
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
景
戒
を
考
え
る
上
で
有
効
な
資
料

と
な
り
岩
フ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
寺
院
の
概
略
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
薬
王
寺
は
寺
は
『
紀
伊
続
風

土
記
目
』
に
よ
る
と
「
寺
伝
に
い
ふ
此
地
往
昔
光
明
皇
后
の
湯
沐
の
邑
に
し

て
、
聖
武
天
皇
の
御
願
に
て
伽
藍
を
御
創
建
あ
り
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
官

寺
か
と
思
わ
れ
る
。
壇
越
に
渡
来
系
氏
族
岡
田
村
主
が
居
り
、
三
上
村
の
渡

⑱

来
系
氏
族
と
の
関
り
の
強
い
寺
院
か
と
思
わ
れ
る
。
能
応
寺
は
、
通
り
名
で

あ
り
、
寺
名
を
弥
勒
寺
と
い
う
こ
と
か
ら
弥
勒
信
仰
の
寺
で
あ
る
。
こ
の
寺

，
景
戒
の
出
自
と
そ
の
背
景

｜
沙
弥
鏡
日

那
賀
郡
一
‐
押
岫
手
許

伊
刀
郡
一
題
恵
禅
師

安
諦
郡
一
牟
婁
の
沙
弥
‐

日
高
郡
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伊
勢
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沙
弥

牟
撲
郡

永
興
禅
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禅
師

一
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⑲

は
三
問
名
観
規
、
つ
ま
り
朝
鮮
の
任
那
国
か
ら
の
渡
来
氏
族
の
祖
が
建
立
し

た
寺
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
紀
の
川
河
口
周
辺
の
北
部
に
多
く
住
ん
で
い
た
渡

．
唖

来
系
氏
族
の
関
与
の
強
い
寺
院
と
思
わ
れ
る
。
貴
志
寺
も
態
応
寺
と
同
じ
く

弥
勒
仏
を
信
仰
す
る
寺
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
蟻
の
害
で
首
を
切
ら
れ
放
置
さ

れ
て
い
た
弥
勒
仏
が
う
め
き
声
を
発
す
る
の
を
聞
き
供
養
し
た
話
を
伝
え
て

い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
貴
志
寺
は
村
人
の
建
立
し
た
も
の
て

あ
る
。
大
谷
堂
は
ど
う
い
う
性
格
の
寺
か
明
確
で
な
い
が
、
里
の
女
が
襖
肉

疸
の
治
癒
の
為
こ
の
堂
に
来
て
行
者
忠
仙
の
兇
護
と
発
願
に
よ
り
病
が
治
っ

た
と
い
う
話
か
ら
、
恐
ら
く
村
人
の
建
立
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

大
谷
堂
は
所
在
地
不
明
で
あ
る
が
、
能
応
寺
、
貴
志
寺
が
地
名
に
由
る
寺
名

で
あ
る
か
ら
大
谷
堂
も
同
様
に
み
て
、
貴
志
と
能
応
の
中
間
で
楠
見
の
北
の

大
谷
の
地
に
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
ま
た
『
霊
異
記
』
説
話
が
こ
の
周
辺
に

多
く
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
。
弥
気
の
山
室
堂
は
、
法
名

を
慈
氏
禅
定
堂
と
い
い
、
慈
氏
は
弥
勒
の
漢
訳
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
寺

も
弥
勒
信
仰
の
寺
で
あ
る
。
な
お
こ
の
寺
は
村
人
達
が
自
分
た
ち
の
道
場
を

造
っ
た
の
で
そ
の
地
名
を
呼
び
名
と
し
て
い
る
。
狭
屋
寺
・
私
部
寺
戸
別
寺

に
つ
い
て
は
詳
細
は
不
明
で
あ
る
の
で
省
略
す
る
。
，
な
お
「
霊
異
記
」
に
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
重
要
な
寺
と
し
て
、
名
草
郡
の
東
部
、
那
賀
郡
の
河

北
の
交
通
の
要
地
を
選
ん
で
建
て
ら
れ
た
国
分
寺
、
国
分
寺
が
上
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
『
霊
異
記
」
に
東
大
寺
関
係
の
説
話
が
無
い
事
と
同
様
な
事
情
が
考

え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
東
大
寺
を
中
心
と
す
る
国
分
寺
国

分
尼
寺
の
系
統
が
時
の
政
治
権
力
藤
原
氏
の
政
治
力
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は

説
明
を
要
し
な
い
が
、
『
霊
異
記
』
の
藤
原
氏
の
取
り
扱
い
は
、
原
田
行
造

三
七

丁

サ
ー
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1

ら
れ
た
八
つ
の
寺
の
う
ち
、
特
に
信
仰
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
先
の
三
つ
の

寺
が
、
と
も
に
弥
勒
信
仰
と
関
係
し
て
い
る
の
は
偶
然
の
』
一
致
で
は
な
く
、

弥
勒
信
仰
に
対
す
る
景
戒
の
関
心
の
強
さ
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
下
巻

の
序
文
の
末
尾
に
「
傾
巣
同
住
天
上
宝
堂
者
突
」
と
あ
り
、
兜
率
天
の
内
院

（
弥
勒
仏
の
浄
土
）
に
住
む
こ
と
を
願
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ
は
裏
付
け
る

こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
景
戒
の
弥
勒
信
仰
へ
の
関
心
は
、
実
は
景
戒
が
法
相

宗
の
僧
へ
進
ん
で
い
く
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

弥
勒
信
仰
は
釈
迦
滅
後
、
五
十
六
億
七
千
万
年
後
に
弥
勒
浄
土
よ
り
現
世

⑳

氏
の
指
摘
も
あ
る
通
り
、
藤
原
広
足
の
悪
報
謹
（
下
巻
九
縁
）
と
藤
原
永
手
の

地
獄
諄
（
下
巻
三
十
六
縁
）
で
、
悪
意
を
持
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

那
賀
の
国
分
寺
尼
寺
も
同
様
な
事
情
が
背
後
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
寺
々
か
ら
、
景
戒
の
在
り
方
を
探
っ
て
い
こ
う
と
思

う
の
で
あ
る
が
、
能
応
寺
、
貴
志
寺
、
山
室
堂
が
弥
勒
信
仰
の
寺
で
あ
る
と

に
下
生
し
て
衆
生
救
済
を
果
す
仏
菩
薩
へ
の
信
仰
で
あ
る
。
こ
の
弥
勒
信
仰

は
中
国
、
日
本
に
お
い
て
唯
識
教
学
を
重
ん
ず
る
法
相
宗
を
中
心
に
栄
え
た

の
で
あ
る
。
速
水
侑
氏
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

日
本
の
法
相
宗
は
、
道
昭
（
六
二
九
’
七
○
○
）
が
入
唐
し
、
玄
美
に
師
事
し

て
唯
識
学
を
学
び
、
こ
れ
を
わ
が
国
に
伝
え
た
の
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
後
、

玄
防
、
護
命
が
出
て
、
南
都
六
宗
の
中
で
も
こ
と
に
勢
力
が
強
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
中
国
の
法
相
宗
は
、
玄
英
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
か
ら
伝
え
ら
れ
、

そ
の
弟
子
基
に
よ
っ
て
一
宗
と
し
て
確
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
系
譜

胴
ｒ
弱
フ
壼
尹

か
ら
問
題
解
決
の
手
掛
り
に
し
た
い
と
思
う
。
紀
伊
国
に
取
り
上
げ

畝

＆

三
八

を
た
ど
る
と
、
唯
識
学
を
大
成
し
た
歴
史
的
人
物
と
し
て
の
弥
勒
か
ら
、

「
摂
大
乗
論
」
を
書
い
た
無
着
、
「
唯
識
二
十
論
」
「
唯
識
三
十
頌
』
な

ど
を
書
い
た
世
親
へ
と
つ
づ
く
イ
ン
ド
琉
伽
派
の
流
れ
を
う
け
つ
い
で
お

り
、
そ
う
し
た
関
係
で
、
は
じ
め
か
ら
弥
勒
信
仰
を
重
ん
じ
て
い
た
。

法
相
宗
の
弥
勒
信
仰
は
、
こ
う
し
た
祖
師
か
ら
の
伝
統
と
と
も
に
、
宗

派
の
重
ん
ず
る
「
解
深
密
経
」
に
描
か
れ
る
弥
勒
菩
薩
の
修
行
態
度
が
、

禅
定
、
観
察
に
よ
る
修
行
者
と
し
て
の
立
場
を
貫
く
法
相
僧
の
な
ら
う
べ

き
も
の
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
法
相
宗
が
五
性
各
別
説
（
中
略
）
に
立
ち
、
菩

薩
定
性
と
不
定
恒
の
一
部
の
み
成
仏
を
認
め
る
と
こ
ろ
か
ら
、
修
行
者
↓

菩
薩
（
弥
勒
）
↓
仏
の
コ
ー
ス
が
設
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
盛
ん
で
あ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
と
も
い
わ
れ
る
。
奈
良
時
代
に
、
「
解
深
密
解
経
」
「
琉

伽
論
」
を
写
し
て
兜
率
上
生
を
願
う
人
が
多
く
、
ま
た
法
相
宗
の
中
心
興

福
寺
に
弥
勒
造
像
の
例
の
多
い
の
も
、
奈
良
時
代
の
弥
勒
造
像
の
例
の
多

い
の
も
、
奈
良
時
代
の
弥
勒
信
仰
と
法
相
宗
の
深
い
関
係
を
も
の
が
た
る

⑳

も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
長
い
引
用
で
あ
っ
た
が
、
要
点
は
奈
良
時
代
の
弥
勒
信
仰
が
法
相
宗

を
中
心
に
し
て
広
め
ら
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

先
に
上
げ
た
弥
勒
信
仰
を
持
つ
、
能
応
寺
・
貴
志
寺
・
山
室
堂
と
法
相
宗
が

ど
う
関
係
し
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、
直
接
関
係
を
示
す
資
料
は
な
い
。

し
か
し
、
概
然
性
と
し
て
先
の
速
水
氏
の
論
か
ら
両
者
の
関
係
は
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
弥
気
の
山
室
堂
に
元
興
寺
僧
豊
常
住
し
て
い

た
と
い
う
事
実
は
、
幾
分
が
我
々
の
推
測
を
助
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
山
室
堂
に
伝
わ
る
話
は
、
こ
の
堂
の
弥
勒
菩
薩
の
脇
士
の
像
が
未
完

ﾑ

垂



成
の
ま
ま
腕
が
折
れ
放
置
さ
れ
て
い
た
の
を
、
鐘
堂
守
り
の
沙
弥
信
行
が
発

見
し
、
豊
慶
の
助
力
で
完
成
安
置
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
豊
慶
は
元

興
寺
僧
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
三
論
宗
系
と
も
法
相
宗
系
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、

諸
国
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
い
は
民
間
の
私
寺
に
常
住
し
、
村
人
の
唱
導
に
係

わ
ろ
う
と
す
る
態
度
は
道
昭
や
行
貴
の
思
想
の
系
統
を
考
え
さ
せ
る
し
、
か

つ
豊
慶
の
常
住
す
る
こ
の
山
室
堂
が
弥
勒
寺
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
法
相
宗

系
の
僧
と
断
定
し
て
誤
り
は
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
弥
気
の

山
室
堂
と
中
央
の
法
相
宗
と
の
結
び
付
き
が
推
測
出
来
る
わ
け
で
あ
る
が
、

か
と
い
っ
て
能
応
寺
と
貴
志
寺
を
直
接
的
に
結
合
さ
せ
る
の
も
短
絡
に
過
ぎ

る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
る
程
度
の
関
係
は
あ
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
能
応
寺
・
貴
志
寺
と
も
に
南
海
道
の
交

通
の
要
所
に
あ
り
、
中
央
の
宗
教
者
の
影
響
を
受
け
る
事
も
大
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

以
上
、
景
戒
が
薬
師
寺
へ
、
あ
る
い
は
法
相
宗
の
学
僧
と
な
っ
て
い
く
要

因
を
弥
勒
信
仰
と
い
う
宗
教
的
関
係
の
中
か
ら
推
測
し
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
景
戒
を
宗
教
者
へ
歩
ま
せ
た
要
因
は
観
念
と
し
て
の
法
相
学
や

弥
勒
信
仰
が
先
行
す
る
の
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
諸
体
験
の
中
に
目
覚
め

た
苦
悩
な
り
矛
盾
な
り
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
あ
る
時
期
に
宗
教
に
よ
っ
て
論

理
化
さ
れ
方
向
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

延
暦
六
年
九
月
四
日
、
景
戒
は
突
然
「
術
槐
の
心
」
を
発
し
た
と
あ
る
。

鳴
呼
恥
哉
広
哉
生
し
世
命
活
存
し
身
無
し
便
等
流
果
所
し
引
故
而
結
二

愛
網
業
一
煩
悩
之
所
レ
纒
而
継
一
一
生
死
一

馳
二
乎
八
方
一
以
炬
二
生
身
一
居
一
一
干
俗
家
一
而
蓄
一
一
妻
子
一
無
二
養
物
一
無
二

↑
景
戒
の
出
自
と
そ
の
背
景

勺
抄

＃

菜
食
一
無
し
塩
無
い
衣
無
し
薪
毎
万
物
之
無
而
思
愁
之
我
心
不
レ
安
尽

復
飢
寒
夜
復
飢
寒
我
先
世
不
レ
修
一
一
布
施
行
一
鄙
哉
心
微
哉
我
行

（
下
巻
三
十
八
縁
）

こ
の
一
文
は
、
景
戒
の
妻
子
を
養
っ
て
の
極
貧
の
生
活
が
「
等
流
果
」
つ

ま
り
前
世
の
因
縁
に
よ
っ
て
起
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
語
ら
れ
、
因

果
応
報
の
思
想
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
一
文
は
景
戒
の
現
実
の
貧
し

さ
と
い
う
形
で
語
ら
れ
て
い
る
が
、
景
戒
が
同
三
十
八
縁
で
「
葱
槐
す
と
は
、

⑳

雲
髪
を
剃
除
し
、
袈
沙
を
披
着
け
た
る
こ
と
」
と
述
ぺ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

景
戒
の
出
家
宣
言
と
考
え
ち
れ
、
こ
の
生
活
の
貧
し
さ
は
、
宗
教
者
が
発
す

る
不
安
感
に
根
ざ
す
危
機
意
識
を
生
活
の
中
で
比
喰
的
に
述
べ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

景
戒
が
日
常
生
活
体
験
の
中
で
苦
悩
に
目
覚
め
た
あ
る
日
と
い
う
の
は
、

こ
の
延
暦
六
年
九
月
四
日
が
そ
の
頂
点
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

苦
悩
の
目
覚
め
が
、
末
法
思
想
を
通
し
て
で
あ
る
事
は
、
下
巻
の
序
文
よ
り

繕
う
か
が
え
る
。
そ
れ
に
は
、

自
二
仏
浬
藥
一
以
来
迄
三
千
延
暦
六
年
歳
次
丁
卯
而
逵
二
千
七
百
廿
二

年
二
過
三
正
像
二
一
而
入
二
末
法
一
然
日
本
従
二
仏
法
僧
適
一
以
還
迄
二
千

延
暦
六
年
一
而
逵
一
一
二
百
汁
六
歳
一
也
（
下
巻
序
文
）

と
あ
り
、
延
暦
六
年
は
既
に
末
法
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
景
戒
に
あ

る
。
こ
の
末
法
の
認
識
が
弥
勒
信
仰
の
前
提
に
な
る
末
法
思
想
に
よ
る
所
も

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
末
法
思
想
を
受
け
入
れ
る
景
戒

の
主
体
を
形
成
し
た
も
の
は
、
景
戒
の
社
会
的
位
置
に
因
る
所
が
大
き
い
と

思
わ
れ
る
。
一
般
に
景
戒
の
出
身
階
層
は
紀
伊
国
の
郡
司
層
な
い
し
は
豪
族

三
九
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層
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
志
田
・
原
田
両
氏
の
よ
う
に
紀
伊
大
伴

氏
出
自
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
郡
司
・
豪
族
層
の
出
自
と
考
え
る
こ
と
に
は

違
い
は
な
い
。
こ
の
階
層
は
国
家
と
班
田
農
民
の
中
間
に
位
置
し
、
律
令
体

制
と
班
田
農
民
の
矛
盾
を
鋭
く
感
じ
と
る
事
の
で
き
る
階
層
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
矛
盾
を
景
戒
は
末
法
と
い
う
形
で
受
け
と
め
た
の
で
あ

る
。
景
戒
は
末
法
に
処
し
て
、
弥
勒
と
い
う
兜
率
天
上
に
住
む
当
来
仏
が
地

上
に
下
生
し
て
末
世
を
救
う
と
い
う
幻
影
に
民
衆
を
導
こ
う
と
は
し
な
か
っ

た
。
そ
こ
に
は
景
戒
の
独
自
な
屈
曲
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
景
戒
は

「
霊
異
記
』
と
い
う
奇
異
な
話
を
語
り
、
そ
れ
を
因
果
応
報
と
い
う
形
で
統
一

す
る
こ
と
に
よ
り
、
民
衆
の
内
面
的
な
自
律
を
求
め
、
行
動
の
規
範
を
示
し

と
ひ
と

た
の
で
あ
る
。
景
戒
が
「
棚
槐
」
の
一
条
の
末
に
「
鄙
な
る
か
な
我
が
心
、

微
し
き
か
な
我
が
行
」
と
自
己
を
語
っ
た
の
は
、
他
へ
の
誹
え
を
己
の
中
に

見
つ
め
た
言
葉
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
と
そ
こ
で
私
は
反
問
し
た
い
。
景
戒
は
な
ぜ
弥
勒
仏
へ
の
宗
教
的

幻
影
を
追
う
の
で
は
な
く
、
因
果
応
報
と
い
う
形
で
説
話
を
庶
民
に
語
る
と

い
う
行
動
を
と
っ
た
の
か
。
私
は
そ
こ
に
景
戒
の
私
度
僧
時
代
の
、
い
わ
ゆ

る
民
間
宗
教
者
と
し
て
の
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。
こ
れ
が
な
け
れ

ば
、
奇
異
な
語
り
口
を
示
す
『
霊
異
記
』
は
成
立
し
て
こ
な
い
は
ず
で
あ

つ
〈
）
０
↑

そ
こ
で
次
に
、
名
草
郡
を
中
心
に
景
戒
を
め
ぐ
っ
て
民
間
宗
教
の
問
題
に

つ
い
て
述
輔
へ
て
い
き
た
い
。

弾

Ｊ
■
ユ

延
暦
六
年
九
月
四
日
、
景
戒
は
「
蜥
悦
の
心
」
を
発
し
た
そ
の
夜
、
紀
伊

国
名
草
郡
楠
見
栗
村
の
乞
食
の
沙
弥
鏡
日
の
夢
を
見
た
。
景
戒
は
そ
の
鋺
日

か
ら
「
諸
教
要
集
』
を
授
け
ら
れ
た
。
こ
の
鏡
日
に
つ
い
て
景
戒
は
次
の
様

に
述
べ
て
い
る
。

斯
沙
弥
常
非
一
一
乞
食
之
人
一
何
故
乞
食
耶
有
し
人
答
言
子
数
多

有
無
二
食
之
物
一
乞
食
養
也
夢
答
未
し
詳
唯
疑
聖
示
突
沙
弥
者

観
音
変
化
何
以
故
未
し
受
一
一
具
戒
一
名
為
二
沙
弥
観
音
亦
爾
靴
』

成
正
覚
一
饒
一
一
益
有
情
一
故
居
一
一
因
位
一
乞
食
者
普
門
示
一
一
冊
三
身
一

也
上
品
一
丈
七
尺
者
浄
土
万
徳
也
因
果
也
（
下
巻
三
十
八
縁
）

こ
こ
で
景
戒
は
鏡
日
が
観
音
の
変
化
で
あ
っ
て
、
具
足
戒
を
受
け
て
い
な
い

沙
弥
と
し
て
い
る
。
景
戒
は
こ
の
沙
弥
鏡
日
を
常
に
乞
食
す
る
人
で
は
な
い

の
に
、
な
ぜ
乞
食
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
点

を
指
し
て
鏡
日
は
私
度
僧
で
は
な
く
官
僧
と
し
て
度
を
受
け
た
人
と
考
え
ら

れ
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
「
子
数
多
あ
り
。
養
ふ
物
無
く
し
て
、
乞
食
し

て
養
ふ
な
り
」
と
言
う
こ
と
か
ら
、
守
屋
俊
彦
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
多
く

唾

の
子
供
を
持
ち
家
庭
の
あ
る
在
俗
の
私
度
と
見
る
。
へ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
し
か
も
「
霊
異
記
１
－
に
登
場
す
る
楠
見
栗
村
の
周
辺
（
紀
の
川
北
部
）
の

僧
は
、
先
に
上
げ
た
「
紀
伊
国
の
僧
一
覧
」
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
寂
林
法

師
・
一
優
婆
塞
・
観
規
・
明
規
・
行
者
忠
仏
等
は
全
て
私
度
僧
で
あ
り
、
鏡

日
は
彼
ら
の
仲
間
か
指
導
者
格
の
者
と
し
て
考
え
る
↓
へ
き
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
沙
弥
と
し
て
具
戒
を
求
め
る
べ
き
僧
が
乞
食
を
す
る
と
い

之

四
○
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う
こ
と
は
、
僧
尼
令
の
規
則
が
あ
っ
て
一
定
の
囲
内
で
は
許
さ
れ
る
と
ば
言

⑳

え
、
仏
教
統
制
期
に
お
け
る
寺
院
寂
居
主
義
の
方
向
に
反
し
て
お
り
、
鏡
日

は
私
度
僧
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。

さ
て
、
こ
う
し
て
鏡
日
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
景
成
が
鏡
日

か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
で
あ
る
。

景
戒
は
こ
の
鏡
日
を
観
音
の
変
化
と
み
て
い
る
。
『
霊
異
記
』
の
観
音
信
仰

は
、
入
部
正
純
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
他
の
仏
菩
薩
信
仰
と
比
較
し

，
⑳

て
み
る
と
、
特
に
多
く
現
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
原
因
は
民
間
信
仰
の
現
世
利

益
的
な
一
般
的
な
傾
向
が
観
音
信
仰
を
著
し
く
さ
せ
た
と
し
て
も
、
な
お
鏡

日
の
影
響
を
無
視
し
が
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
鏡
日
を
名
草

郡
に
お
け
る
象
徴
的
人
物
と
考
え
て
、
鏡
日
を
軸
に
名
草
郡
を
中
心
と
す
る

紀
の
川
河
口
付
近
の
民
間
信
仰
の
実
体
を
考
え
て
い
こ
う
と
思
う
。

紀
の
川
河
口
周
辺
の
民
間
信
仰
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
葛
城
山
系
を
中
心

に
す
る
山
岳
信
仰
、
第
二
に
加
太
淡
島
を
中
心
に
す
る
海
の
信
仰
が
あ
げ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
の
研
究
は
不
十
分
で
、
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
で

な
い
が
、
本
稿
で
は
あ
る
程
度
の
推
論
を
混
え
な
が
ら
論
を
進
ゆ
て
い
き
た

い
。

ま
ず
山
岳
信
仰
に
つ
い
て
は
、
山
師
・
金
堀
・
山
法
師
等
の
山
の
鉱
山
師

が
祭
る
丹
生
津
姫
信
仰
と
、
山
の
狩
猟
民
の
信
仰
と
思
わ
れ
る
古
代
熊
野
信

仰
等
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
特
に
葛
城
山
系
に
発
生
し
た
、
葛
城
修
験
道
の

原
初
的
な
形
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
葛
城
修
験
道
は
、
葛
城

修
験
道
の
経
典
の
一
つ
で
あ
る
「
葛
城
修
行
瀧
頂
式
」
に
よ
れ
ば
、
紀
伊
国

の
友
ヶ
島
か
ら
大
和
の
二
上
山
ま
で
の
蔦
城
山
系
に
二
十
八
宿
（
行
場
）
を

鎧
戒
の
出
自
と
そ
の
背
景

ひ

心

置
き
、
そ
こ
を
回
峯
す
る
も
の
と
し
て
中
世
に
体
系
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
断
片
は
『
霊
異
記
」
に
も
葛
城
山
で
修
行
し
た
役
小
角
の
こ
と
が
‐

見
え
て
い
る
し
、
葛
城
山
系
の
和
泉
国
側
に
あ
る
血
淳
の
山
寺
に
は
一
人
の

行
者
が
居
り
、
紀
伊
国
側
の
貴
志
・
大
谷
に
は
そ
れ
ぞ
れ
行
者
が
住
ん
で
い

る
こ
と
か
ら
、
「
霊
異
記
』
の
中
に
そ
の
原
形
態
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
こ
れ
ら
の
行
者
の
概
念
に
つ
い
て
念
の
た
め
に
確
認
し
た
い
こ
と
は
、

『
霊
異
記
』
の
行
者
用
例
と
し
て
、
上
ｎ
．
詔
・
鉦
．
・
中
喝
・
皿
、
下
２
．

昭
・
酩
・
型
の
九
例
上
げ
ら
れ
、
う
ち
上
皿
．
、
下
鴻
・
謎
以
外
は
山
岳
修

行
者
に
付
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

行
者
と
は
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
山
林
に
お
い
て
修
行
す
る
験
者

に
付
け
ら
れ
た
名
称
と
し
て
誤
り
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
我
灸
が
注
目
の
鏡
日
の
住
ん
で
い
た
楠
見
も
こ
の
葛
城
の
山
岳
信
《

仰
と
は
か
な
り
強
い
関
係
の
あ
る
地
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

現
在
、
楠
見
を
流
れ
て
紀
の
川
に
注
ぐ
鳴
滝
川
の
上
流
に
葛
城
修
験
の
第

三
の
宿
で
あ
る
鳴
滝
不
勤
尊
が
あ
っ
て
、
役
小
角
、
白
龍
大
神
、
愛
染
明
王
、

稲
荷
大
明
神
を
祭
祀
す
る
民
間
信
仰
の
聖
地
で
あ
る
。
こ
の
鳴
滝
不
動
の
地

が
修
験
の
聖
地
と
な
る
条
件
に
は
、
神
の
霊
の
こ
も
れ
る
神
無
備
信
仰
が
あ

っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
原
始
修
験
の
発
生
が
神
無
備
信
仰
に
よ
る

⑳

と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
神
無
備
山
に
源
を
発
す

る
鳴
滝
川
は
神
無
朧
川
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
図
式
は
、
葛
城
山
に
対

す
る
葛
城
川
、
吉
野
山
に
対
す
る
吉
野
川
と
同
じ
関
係
で
あ
る
。
こ
の
神
無

備
川
の
下
流
に
楠
見
と
い
う
地
が
あ
り
、
そ
こ
に
観
音
信
仰
を
奉
ず
る
一
宗
‘

教
者
鏡
日
が
住
ん
で
い
た
の
は
、
葛
城
川
の
下
流
の
茅
原
に
役
小
角
が
住
ん

四
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で
い
て
、
そ
に
宗
教
集
団
を
形
成
し
た
こ
と
、
吉
野
川
の
流
域
の
夏
実
（
菜

摘
）
、
国
栖
あ
た
り
の
山
民
が
吉
野
修
験
の
最
初
の
姿
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
更
に
、
捕
見
か
ら
約
三
Ｋ
東
方
に
あ
る
蔦
城
修
験

第
五
の
宿
で
、
六
十
谷
川
を
流
れ
紀
の
川
に
注
ぐ
直
川
の
中
流
に
あ
る
直
川

観
音
は
、
神
無
備
山
で
あ
る
墓
の
谷
（
あ
る
い
は
母
の
谷
）
へ
修
行
す
る
修

験
者
が
入
峯
に
際
し
て
観
音
霊
を
護
持
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
神
無
備

山
で
あ
る
墓
の
谷
と
直
川
観
音
の
関
係
は
、
鳴
滝
と
楠
見
に
お
け
る
観
音
の

変
化
鏡
日
と
同
じ
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
か
。
鏡
日
は
観
音
の
変
化

と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
現
実
的
に
は
観
音
を
奉
ず
る
山
岳
宗
教
者
で
あ
り
、

楠
見
と
言
う
土
地
柄
か
ら
、
鏡
日
も
山
民
の
中
か
ら
成
立
し
た
と
す
る
原
始

的
修
験
者
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
楠
見
と
い
う
土
地
柄
に
つ
い
て
は
、
地
名
の
由
来
、
あ

る
い
は
民
俗
的
に
見
て
注
目
す
零
へ
き
所
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
そ
の
地
名
自
体
、
山
民
の
定
着
し
た
後
に
付
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
奈
良
か
ら
和
歌
山
に
か
け
て
は
、
国
栖
（
く
ず
）
楠
（
く
す
）
等

の
地
名
が
多
い
。
国
栖
な
る
地
名
は
神
武
東
征
に
み
ら
れ
る
吉
野
の
国
栖
が

古
い
例
で
あ
る
が
、
我
友
の
楠
見
（
く
す
み
）
も
こ
の
系
列
と
み
ら
れ
る
。

楠
は
国
栖
と
同
音
異
字
で
あ
る
が
、
国
栖
に
つ
い
て
は
吉
田
東
伍
「
大
日
本

地
名
辞
典
」
に
よ
る
と
「
栗
林
の
地
に
し
て
其
郷
民
は
秋
実
を
採
り
、
之
を

献
ず
る
を
例
と
す
、
即
一
種
の
山
民
な
り
。
」
と
述
令
へ
て
い
る
。
見
は
接
尾

語
の
「
ミ
」
で
、
接
尾
語
の
「
ビ
」
と
同
系
で
あ
っ
て
、
「
あ
た
り
、
ほ
と

⑳

り
」
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
接
尾
語
「
ピ
」
は
上
代

特
殊
仮
名
遣
い
の
乙
頬
、
「
ミ
」
は
甲
類
に
属
す
が
へ
「
カ
ン
ナ
ピ
山
一
に

野

4

／

つ
い
て
み
た
と
き
、
神
無
備
山
の
「
ビ
」
は
乙
類
、
神
辺
山
の
「
こ
は
甲

類
と
同
じ
万
葉
集
の
甲
例
の
中
で
混
同
が
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
場
合
の
特
殊

仮
名
遣
い
は
厳
密
に
は
い
か
な
い
。
な
お
、
「
書
紀
』
一
言
天
誓
約
の
条
に

見
え
る
熊
野
久
須
毘
神
も
久
須
毘
と
い
う
言
葉
を
山
民
の
立
場
で
考
え
て
み
、

か
つ
熊
野
信
仰
が
山
の
狩
猟
民
か
ら
発
生
し
た
と
考
え
る
な
ら
、
こ
の
熊
野

久
須
毘
神
も
山
民
の
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
以
上
の
こ
と
を
併
せ
考
え
て
、
楠
見
が
山
の
民
の
移
り
住
ん
だ
地

と
し
て
、
原
型
を
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

以
上
楠
見
の
山
の
民
が
つ
く
り
上
げ
た
と
考
え
る
宗
教
に
つ
い
て
明
ら
か

に
す
る
直
接
の
資
料
が
な
く
、
先
に
述
尋
へ
た
よ
う
な
図
式
か
ら
原
始
修
験
を

想
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
現
在
の
楠
見
の
民
間
信
仰
に
つ
い
に
簡
単
に

紹
介
し
た
い
。
楠
見
の
北
の
裏
山
の
中
腹
に
は
楠
見
の
行
者
堂
と
呼
ば
れ
て

い
る
所
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
風
化
に
ま
か
せ
ら
れ
た
小
さ
い
祠
と
、
中
に
役

小
角
の
石
像
と
培
婆
の
あ
る
横
穴
の
石
室
が
あ
る
。
小
さ
い
祠
に
祭
ら
れ
て

い
る
神
が
白
龍
大
神
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
葛
城
山
系
の
信
仰
と
連
な
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
私
が
見
た
の
は
こ
れ
だ
け
で
で
あ
る
・
・
し
か
し
、
こ
の

姿
は
い
に
し
え
の
修
験
者
が
祭
祀
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
且
し
、
こ

れ
が
い
つ
発
生
し
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

以
上
か
ら
鏡
日
と
そ
の
周
辺
の
民
間
信
仰
の
在
り
方
を
推
測
し
て
み
た
訳

で
あ
る
が
、
『
霊
異
記
」
の
観
音
信
仰
が
仏
菩
薩
信
仰
の
中
で
著
し
い
こ
と

に
つ
い
て
、
鏡
日
と
の
関
係
を
修
験
的
な
も
の
か
ら
考
え
な
お
し
て
み
た
訳

で
も
あ
る
。
観
音
信
仰
が
呪
術
的
性
格
が
強
く
、
古
代
的
心
性
に
合
う
と
こ

ろ
か
ら
多
く
の
人
達
の
信
仰
を
招
く
こ
と
に
な
る
が
、
民
間
に
お
い
て
は
観

色
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音
が
三
十
三
身
に
変
化
し
て
衆
生
済
度
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
庶
民
の
現

世
利
益
的
要
求
に
合
致
し
て
い
た
た
め
で
、
『
霊
異
記
』
の
現
報
善
悪
と
い

う
現
報
性
の
基
本
的
発
想
を
支
え
て
来
た
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な

い
。
し
か
し
、
更
に
そ
の
上
に
、
「
霊
異
記
』
の
観
音
信
仰
に
は
鏡
日
と
観

音
の
結
び
着
き
の
よ
う
に
、
山
研
信
仰
が
介
在
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
。

観
音
信
仰
は
密
教
的
性
格
が
強
い
こ
と
、
観
音
菩
薩
の
示
現
す
る
と
こ
ろ

が
大
盤
石
の
上
や
、
山
の
岩
場
の
景
勝
地
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
代
表
的
な

石
山
寺
・
長
谷
寺
・
紀
三
井
寺
を
始
め
と
す
る
名
刹
に
知
れ
る
通
り
で
あ
る
。

し
か
も
観
音
菩
薩
に
は
女
性
神
的
な
性
格
が
色
濃
く
、
そ
れ
は
観
音
が
山
中

で
出
現
す
る
こ
と
で
、
．
山
の
神
と
重
層
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
さ
て
、
こ
う
い
う
よ
う
な
観
音
が
山
岳
宗
教
者
ら
き
し
鏡
日
と
結
び
つ

く
の
は
、
修
験
に
お
け
る
修
行
が
、
母
の
胎
内
に
疑
す
る
山
岳
に
お
い
て
、

擬
死
再
生
儀
礼
を
へ
る
こ
と
に
よ
り
、
滅
罪
を
す
る
と
い
う
信
仰
に
よ
る
の

で
あ
り
、
女
性
神
で
あ
る
観
音
を
護
持
し
て
山
中
で
修
行
す
る
鏡
日
と
観
音

が
結
び
つ
き
、
観
音
の
霊
媒
的
存
在
と
し
て
鏡
日
が
観
音
の
変
化
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
ｄ
な
お
、
名
草
郡
の
楠
見
周
辺
の

蔦
城
山
系
の
山
麓
の
寺
院
の
縁
起
に
は
、
役
小
角
が
観
音
菩
薩
を
造
っ
た
と

い
う
の
が
あ
る
。

仙
抑
当
寺
本
尊
観
世
音
菩
薩
〈
昔
大
宝
年
中
此
山
一
一
大
木
ノ
桜
ア
リ
毎
夜

光
ヲ
放
チ
村
人
希
有
ノ
思
ヒ
ヲ
ナ
ス
折
カ
ラ
役
行
者
此
地
一
一
来
リ
給
フ
人

を
此
ノ
由
ヲ
行
者
一
一
告
リ
行
者
其
夜
樹
下
一
一
立
給
フ
’
一
光
ア
リ
其
中
に
観

音
ノ
神
児
ヲ
間
キ
給
フ
テ
奇
異
ノ
思
ヒ
ヲ
ナ
シ
終
一
一
安
阿
弥
一
一
命
シ
其
木

景
戒
の
出
自
と
そ
の
背
景

●

』

ヲ
以
テ
千
手
観
音
（
一
尺
五
寸
）
並
一
一
在
ノ
住
吉
大
明
神
右
ノ
有
法
童
子
彼

ノ
像
ヲ
刻
マ
セ
此
地
二
安
置
シ
奉
ル
ー
今
聖
護
院
ノ
宮
三
宝
院
ノ
宮
大
峯

入
り
節
御
立
寄
給
フ
テ
御
祈
念
ア
リ
シ
事
ハ
諸
人
ノ
能
ク
知
ル
所
ナ
リ
一

度
拝
ス
ル
輩
〈
諸
願
成
就
シ
悪
事
災
難
ヲ
免
レ
女
人
〈
安
産
ヲ
守
ラ
セ
給

フ
ト
ノ
行
者
ノ
御
告
ナ
リ
誠
ナ
ル
哉
（
以
下
略
）

和
歌
山
市
栄
谷
「
福
栗
山
観
音
縁
起
書
」

②
（
前
略
）
抑
も
当
山
の
歴
史
を
案
ず
る
に
千
二
百
年
昔
人
皇
四
十
二
代
文

武
天
皇
の
御
宇
大
室
年
中
役
行
者
の
開
基
に
し
て
葛
城
四
十
九
院
の
一
刹

な
り
、
法
華
経
二
十
八
姉
を
葛
城
山
峰
中
修
験
道
の
宿
々
に
配
し
給
へ
る

此
所
は
の
五
巻
提
婆
品
に
相
当
り
、
弁
財
天
の
宝
窟
あ
る
を
以
て
大
福
山

と
称
し
、
安
置
し
給
へ
る
本
尊
十
一
面
千
手
観
世
音
菩
薩
は
役
行
者
一
，
刻

三
礼
の
御
作
に
し
て
霊
験
最
も
多
し
。
（
後
略
）

和
歌
山
市
直
川
「
紀
州
直
川
観
音
木
恵
寺
略
縁
記
」

⑥
村
よ
り
北
葛
城
楽
に
あ
り
本
尊
十
一
而
観
音
脇
士
八
幡
大
菩
薩
大
威
徳

明
王
な
り
三
像
共
に
役
行
者
の
作
と
い
ふ
又
此
堂
の
西
に
行
者
堂
一
字
あ

り
皆
八
幡
社
司
本
山
氏
別
当
な
り
当
の
前
方
便
品
の
経
を
蔵
め
し
秀
倉
あ

り
山
伏
の
行
所
に
し
て
毎
春
聖
護
院
宮
代
僧
謂
経
執
行
の
所
な
り
又
五
月

に
は
高
野
山
先
達
も
差
に
来
て
護
摩
を
執
行
す
（
後
略
）

海
部
祁
木
本
荘
西
莊
村
二
之
宿
観
音
堂
『
紀
伊
統
風
土
記
日
」
（
五
○
七
頁
）
．

こ
の
三
つ
の
寺
は
葛
城
修
験
道
に
係
わ
る
寺
で
あ
る
が
、
こ
の
地
域
に
お
け

る
修
験
と
観
音
信
仰
の
結
合
を
示
す
資
料
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
堀
一
郎
氏
は
奈
良
朝
の
民
間
の
僧
の
形
態
を
田
園
に
遊
行
乞

食
し
罪
福
の
因
果
を
説
く
行
基
の
よ
う
な
も
の
と
、
山
林
に
持
経
呪
す
る
役

四
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⑳

小
角
の
よ
う
な
も
の
に
二
大
別
し
て
い
る
。
「
霊
異
記
」
研
究
に
お
い
て
は

行
基
の
方
に
力
点
を
置
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
「
霊
異
記
』
に
は
山
林
で
呪
力
を
得
た
優
婆
塞
禅
師
が
し
ば
し
ば
み

ら
れ
、
特
に
観
音
信
仰
に
限
定
す
れ
ば
、
中
巻
四
十
二
話
の
よ
う
に
奈
良
の

貧
女
が
穴
穗
寺
の
千
手
像
に
祈
る
と
千
手
観
音
が
変
心
し
て
銭
百
貫
を
与
え

た
と
い
う
よ
う
な
密
部
変
化
観
音
等
の
話
が
多
い
。
こ
の
密
教
的
呪
術
的
性

格
か
ら
山
林
修
行
の
験
者
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
道
鏡
は
葛
城
山
に

お
い
て
観
音
法
に
よ
る
修
行
を
し
、
そ
の
験
に
よ
っ
て
国
家
仏
教
に
参
画
し

て
い
く
が
、
同
様
に
山
林
修
行
の
後
国
家
仏
教
に
入
っ
て
い
く
例
は
一
脇
霊
異

記
』
に
よ
れ
ば
、
中
巻
二
十
六
縁
の
元
與
寺
（
法
相
宗
）
の
僧
広
達
の
吉
野

の
金
の
峯
の
修
行
の
例
、
下
巻
一
・
二
縁
の
熊
野
で
修
行
し
た
興
福
寺
僧
永

興
禅
師
等
が
あ
る
。
我
々
の
景
戒
も
恐
ら
く
こ
う
い
う
コ
ー
ス
を
た
ど
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
い
う
意
味
か
ら
も
、
山
岳
宗
教
者
鏡
日
の
観

点
は
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
海
の
信
仰
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
紀
の
川
河
口
周
辺
で
海
の

信
仰
に
係
わ
る
の
は
延
喜
式
神
名
帳
に
み
え
る
加
太
淡
島
神
社
で
あ
る
。
こ

の
神
社
の
祭
神
は
少
彦
名
神
・
大
己
貴
神
・
息
長
足
姫
命
の
三
柱
で
あ
る
。

こ
の
淡
島
神
社
は
社
伝
に
よ
る
と
、
元
は
加
太
の
沖
に
あ
る
友
ヶ
島
に
祭
祀

さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
後
に
現
在
の
地
に
移
さ
れ
た
。
こ
の
友
ヶ
島
は
地
の

島
、
沖
の
島
・
神
島
か
ら
な
り
、
弥
生
時
代
の
遺
跡
が
あ
る
と
と
も
に
、
葛

⑫

城
修
験
の
序
品
窟
と
し
て
の
聖
地
で
も
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
神
社
の

主
神
が
常
世
国
か
ら
農
耕
神
と
し
て
来
臨
す
る
神
話
を
持
つ
少
彦
名
神
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
海
中
に
あ
る
友
ヶ
島
は
異
界
へ
の
入
口
と
し
て
信
仰
さ
れ
て

史
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い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
海
中
に
突
出
し
た
川
に
あ
る
離
れ
小
島
が
聖
な
る
地

と
さ
れ
る
例
は
他
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
｝
」
の
少
彦
名
神
は
『
害
紀
』
一
書

に
は
、
熊
野
の
御
碕
か
ら
常
世
郷
に
渡
っ
た
と
も
、
淡
島
に
行
っ
て
粟
茎
に

の
ぼ
っ
た
と
こ
ろ
が
弾
か
れ
て
常
世
郷
に
至
っ
‐
た
と
も
伝
え
て
い
る
。
こ
れ

は
少
彦
名
神
が
常
世
の
神
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
更
に
『
釈
紀
』
所

引
の
「
伯
耆
国
風
土
記
」
に
「
相
見
郡
を
家
西
北
有
二
余
戸
里
一
有
一
粟
嶋
一

⑬

少
日
子
命
蒔
レ
粟
券
実
離
々
即
載
レ
粟
弾
一
渡
常
世
国
一
故
云
一
粟
嶋
一
也
」

と
あ
り
、
今
に
鳥
取
県
米
子
市
に
上
粟
島
、
下
粟
島
の
地
名
を
伝
え
て
お

り
へ
少
彦
名
神
の
粟
神
と
し
て
祭
祀
さ
れ
て
い
る
所
に
、
粟
な
る
地
名
が
つ

い
，
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

実
は
私
が
先
に
述
、
へ
た
鏡
日
の
住
処
の
あ
る
楠
見
が
山
岳
信
仰
と
係
わ
り

あ
る
こ
と
を
述
令
へ
た
が
、
大
字
楠
見
、
小
字
栗
村
の
粟
な
る
地
が
、
ど
う
も

こ
の
淡
島
系
統
の
信
仰
を
持
つ
地
と
想
像
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
栗

村
付
近
は
紀
の
川
の
堤
防
が
完
備
し
て
い
る
が
、
昔
は
低
湿
地
帯
で
あ
っ
た
．

と
想
像
さ
れ
る
。
海
の
信
仰
と
し
て
常
世
の
神
を
迎
え
、
粟
神
と
し
て
少
彦

名
神
を
祭
る
信
仰
が
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
淡

、
、

、

（
粟
）
な
る
地
名
は
、
四
国
の
阿
波
、
紀
淡
海
峡
の
淡
路
島
、
友
ヶ
島
の
別

、

、

、

名
栗
島
、
加
太
の
淡
島
、
楠
見
の
栗
村
と
い
う
よ
う
に
一
連
の
地
域
に
淡

（
粟
）
の
名
が
付
い
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
地
理
的
性
質
か
ら
考
え
て
、
海

人
族
の
移
動
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
薗
田
香
融
氏
は
、
紀
の
川⑭

下
流
域
地
方
、
特
に
海
部
郡
を
中
心
と
す
る
地
域
の
海
人
の
存
在
を
指
摘
し
、

臼
田
甚
五
郎
氏
は
「
あ
は
と
は
海
部
の
民
の
根
抑
地
に
つ
け
ら
れ
た
名
で
あ

る
と
思
ふ
。
あ
ま
と
あ
は
と
は
意
味
と
発
音
の
上
で
相
通
じ
た
の
で
あ
る
。

』

堂
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⑮

（
中
略
）
紀
伊
国
加
太
の
淡
島
も
有
力
な
海
部
の
根
拠
地
で
あ
っ
た
。
」
と
述

ぺ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
地
に
海
人
の
宗
教
者
が
発
生
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
な
い
か
。
近
世
の
広
範
囲
に
渡
る
淡
島
信
仰
は
こ
の
地
の
巡
遊
伶
人
に

よ
っ
て
広
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
霊
異
記
』
に
は
こ
う
い
う
宗
教
者
に

つ
い
て
直
接
語
る
こ
と
は
無
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
景
戊
は
こ
う
い
う

者
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
具
体
例
の
一
つ
と
し
て
こ
う
い
う
広
範
囲
に
活
動
す
る
海
人
と

彼
ら
の
宗
教
者
の
関
与
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
説
話
に
つ
い
て

述
べ
て
み
た
い
。
中
巻
第
一
話
で
あ
る
。
話
は
天
平
元
年
の
長
屋
王
の
変
に

ま
つ
わ
る
も
の
で
、
こ
の
年
の
二
月
八
日
、
元
興
寺
で
勅
願
の
大
法
会
の
時
、

衆
僧
に
併
す
る
司
を
務
め
て
い
た
王
が
衆
人
の
面
前
で
乞
食
の
沙
弥
の
頭
を

打
ち
、
そ
の
報
い
で
二
日
後
に
瀧
言
に
あ
っ
て
自
殺
し
た
。
そ
の
後
王
の
死

骨
を
土
佐
に
流
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
国
の
百
姓
が
王
の
死
骨
の
妖
災
で
死
ぬ

者
が
多
か
っ
た
の
で
、
改
め
て
紀
伊
国
海
部
郡
椒
抄
の
奥
の
鴫
に
葬
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
説
話
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
、
原
田
行
造
氏
は
歴
史
的

観
点
か
ら
仏
教
統
制
政
策
に
対
す
る
私
度
僧
の
反
擁
と
い
う
点
を
指
摘
し
て

お

い
る
。
ま
た
翠
川
文
子
氏
は
長
屋
王
が
土
佐
に
流
さ
れ
、
紀
伊
国
海
部
郡
椒

抄
に
移
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
紀
の
川
ぞ
い
の
道
か
ら
和
歌
浦
、
海
部
郡

の
大
崎
を
経
て
阿
波
か
ら
土
佐
へ
行
く
道
が
あ
り
、
そ
こ
に
椒
抄
が
あ
る
こ

と
、
流
人
船
の
通
る
コ
ー
ス
に
奥
の
鴫
が
あ
り
、
こ
の
荒
れ
た
奥
の
鴫
に
荒

⑰
一

ぶ
る
魂
を
葬
る
る
所
と
し
て
伝
説
が
生
ま
れ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
翠
川
氏

の
説
は
首
肯
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
更
に
、
こ
の
地
が
設
定
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
。
そ
こ
に
海
人
の
宗
教
者
の
問
題
が
あ
る
。

景
戒
の
出
自
と
そ
の
背
景

ひ

§

サ

海
部
郡
椒
抄
お
よ
び
奥
の
鳩
の
地
理
的
条
件
と
、
先
に
述
尋
へ
た
加
太
・
友

ヶ
島
の
地
理
的
条
件
は
類
似
し
て
い
る
。
加
太
が
紀
伊
と
和
泉
の
国
境
の
山

麓
に
あ
り
、
突
出
し
て
、
そ
の
先
に
友
ヶ
島
が
見
え
る
の
は
、
海
部
郡
と
安

諦
郡
の
郡
境
の
山
麓
に
椒
抄
が
あ
り
、
そ
の
先
に
奥
の
鴫
が
あ
る
の
と
類
似

し
て
い
る
。
加
太
に
対
す
る
友
ヶ
島
が
聖
地
で
あ
る
な
ら
、
当
然
椒
抄
に
対

す
る
奥
の
鴫
も
聖
地
と
な
る
要
素
は
あ
る
。
し
か
も
海
流
の
関
係
か
ら
死
体

の
あ
が
る
事
も
考
え
ら
れ
る
し
、
そ
れ
を
漂
へ
る
神
と
し
て
祭
る
こ
と
も
推

測
さ
れ
る
。
『
紀
伊
名
所
図
会
白
，
｜
に
『
霊
異
記
』
の
こ
の
説
話
を
引
用
し
た

あ
と
、
椒
の
肚
村
に
あ
る
小
堂
を
長
屋
王
の
墓
と
伝
え
る
者
、
そ
れ
を
流
れ

王
の
墓
と
伝
え
て
い
る
者
の
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
「
流
れ
王
」

と
い
う
発
想
は
、
淡
島
神
社
の
信
仰
と
し
て
女
の
病
に
か
か
っ
た
貴
い
お
姫

様
が
流
れ
着
い
た
こ
と
で
女
の
下
の
病
に
利
く
と
い
う
民
俗
と
同
様
に
漂
へ

る
屍
を
神
と
し
て
祭
る
民
俗
が
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
漂
へ
る
神
を
祭
祀
し
、
荒
る
魂
を
鎮
魂
す
る

呪
術
的
な
宗
教
者
が
存
在
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
土

佐
国
の
百
姓
が
妖
災
で
死
ぬ
程
の
霊
魂
を
持
つ
長
屋
王
の
屍
を
運
搬
す
る
説

話
の
語
り
手
は
こ
の
よ
う
た
呪
術
的
な
宗
教
者
だ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
、
山
の
宗
教
と
海
の
宗
教
と
い
う
二
面
か
ら
景
戒
の
背
後
に
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
民
間
信
仰
に
つ
い
て
推
論
を
重
ね
て
み
た
。
景
戒
編
の
「
霊
異

記
』
説
話
は
事
実
あ
っ
た
事
を
核
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
事
実
謹
で
あ
り
、
事

実
を
通
し
て
改
心
さ
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
と
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
私
は
必

ず
し
も
そ
れ
を
否
定
は
し
な
い
。
し
か
し
、
『
霊
異
記
」
は
宗
教
的
な
書
物

で
あ
り
、
「
霊
異
」
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
世
界
に
内
在
す
る
強
力

四
五
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な
霊
力
を
因
果
応
報
と
い
う
形
で
統
一
さ
せ
な
が
ら
臆
民
に
説
い
て
い
｝
」
う

と
し
て
い
る
。
根
底
に
は
呪
術
的
、
現
世
利
益
的
色
調
の
濃
い
「
罪
福
と
因

果
」
「
滅
罪
」
の
原
理
が
あ
る
。
下
巻
三
十
八
縁
に
見
え
る
景
戒
の
論
理
展

開
は
す
ぐ
れ
て
学
問
的
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
霊
異
記
』
の
説
話
は

あ
ま
り
に
現
実
的
で
、
か
つ
奇
異
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
巻
第
一
話
の
検
討
で

も
述
ゞ
へ
た
が
、
霊
異
な
語
り
口
を
示
す
呪
術
的
な
宗
教
者
の
力
に
よ
る
所
が

大
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
景
戒
の
呪
術
的
な
民
間
の
宗
教
者
と
し
て
の
唱

導
体
験
が
無
け
れ
ば
、
霊
異
記
は
成
立
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
紀
の
川

河
口
周
辺
の
民
間
宗
教
者
の
影
響
は
景
戒
の
基
礎
体
験
で
あ
り
、
『
霊
異
記
』

の
根
底
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

注
①
本
文
引
用
は
『
古
典
文
学
大
系
日
本
霊
異
記
』
に
よ
る
が
、
文
意
不
通
の
所

は
一
部
校
注
に
従
っ
て
改
定
し
た
。

②
守
屋
俊
彦
「
景
戒
と
紀
伊
」
（
『
日
本
霊
異
記
の
皇
究
』
所
収
）

③
藤
森
贋
一
「
焔
に
向
っ
て
ｌ
霊
異
記
下
巻
三
十
八
縁
考
ｌ
」
（
「
岡
大
国
文

論
考
２
」
）

福
島
行
一
「
日
本
霊
異
記
下
巻
川
十
八
縁
に
就
う
て
」
（
「
芸
文
研
究
、
」

④
中
村
恭
子
『
霊
異
の
世
界
日
本
霊
異
記
』

⑤
寺
川
真
知
夫
「
日
本
霊
異
記
の
原
撰
年
時
に
つ
い
て
」
（
『
国
文
神
戸
』
第

一
言
万
）

⑥
薗
田
香
融
「
平
安
仏
教
」
（
『
日
本
歴
史
古
代
４
』
所
収
）
「
平
安
仏
教
の

成
立
」
（
『
日
本
仏
教
史
ｌ
古
代
篇
』
所
収
）
に
よ
る
と
こ
ろ
多
し
。

⑦
志
田
諄
一
「
日
本
霊
異
鄙
と
景
戒
」
（
「
茨
城
キ
リ
ス
ト
教
短
期
大
学
研
究

紀
要
６
」
）

．
⑧
八
木
教
「
日
本
霊
異
記
の
撰
述
年
時
に
つ
い
て
ｌ
そ
の
研
究
史
的
考
察
」
。

．
「
紀
要
」
愛
知
県
立
女
子
大
学
略
）

号

４
－

四
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⑨
橋
川
正
「
霊
異
記
の
研
究
」
（
『
日
本
仏
教
文
化
史
の
研
究
』
所
収
）

⑩
注
⑦
に
同
じ
。

⑪
原
田
行
造
「
『
日
本
霊
異
記
』
編
纂
者
の
周
辺
と
そ
の
離
理
」
（
『
日
本
文
学

研
究
資
料
叢
書
説
話
文
学
』
所
収
）
・
「
霊
異
記
説
話
の
基
本
的
性
格
と
景
戒
の

珠
境
に
つ
い
て
」
（
「
説
話
文
学
研
究
１
」
）

⑫
高
瀬
承
巌
「
日
本
霊
異
記
解
題
」
（
『
国
訳
一
切
経
』
史
伝
部
二
十
四
）

⑬
八
木
毅
「
日
本
霊
異
記
の
選
述
と
景
戒
」
（
「
説
林
廻
」
）

⑭
『
古
典
文
学
大
系
日
本
霊
異
記
』
下
巻
三
十
八
縁
頭
注
に
よ
る
。

⑮
松
浦
貞
俊
『
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
註
釈
』
に
詳
し
い
。

⑯
志
田
諄
一
注
⑦
お
よ
び
「
日
本
霊
異
記
と
法
相
宗
ｌ
中
巻
七
と
下
巻
三
十

七
の
説
話
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
古
代
文
化
」
塑
巻
加
号
）

⑰
菊
地
良
一
弓
霊
異
記
』
下
巻
節
三
十
八
話
に
つ
い
て
」
（
「
国
文
学
解
釈
と

教
材
の
研
究
」
第
過
巻
第
、
号
）

⑬
『
岩
橋
干
塚
』
所
収
、
薗
田
香
融
「
岩
橋
干
塚
と
紀
国
造
」
（
第
三
章
名
草

郡
の
古
代
氏
族
）
．

⑬
『
古
典
文
学
大
系
日
本
霊
異
記
』
下
巻
三
十
縁
頭
注

⑳
注
⑬
に
同
じ
。

、
注
⑪
に
同
じ
。

⑳
速
水
侑
『
弥
勒
信
仰
ｌ
も
う
一
つ
の
浄
土
信
仰
』

⑳
注
⑮
の
本
文
に
よ
る
。

、
注
⑦
に
同
じ
。

⑳
注
＠
に
同
じ
。

⑳
注
②
に
同
じ
。

⑰
僧
尼
令
第
五
条
「
几
僧
尼
非
ソ
在
二
寺
院
↓
別
立
二
道
場
至
聚
レ
衆
教
化
。
井
妄

説
二
罪
福
圭
及
瞳
二
撃
長
宿
一
者
》
皆
還
俗
。
国
郡
宮
司
。
知
而
不
二
禁
止
一
者
。

依
レ
律
科
し
罪
。
其
有
二
乞
食
ゴ
ー
綱
連
署
。
経
二
国
郡
司
圭
勘
。
知
精
進
練
行
一
判

許
。
京
内
側
経
二
玄
蕃
｝
知
。
並
損
二
午
以
前
捧
し
鉢
告
乞
至
不
レ
得
三
因
し
此
更
乞
二

念

▲
凸
、



「

ノ

余
物
圭
」
（
『
噸
桐
国
史
大
系
令
義
解
』
）

「
太
政
官
府
禁
三
ｌ
断
僧
尼
出
。
入
里
舎
一
事
右
奉
し
勅
。
出
家
之
人
水
事
し
行
し

道
。
今
見
二
衆
僧
一
多
乖
二
法
』
具
或
私
定
二
檀
越
一
川
．
入
間
巷
や
或
諏
．
称
仏
験
一

詮
。
誤
愚
民
や
非
二
唯
比
丘
之
不
Ｐ
慎
二
教
律
毛
抑
是
所
司
之
不
レ
勤
二
捉
搦
一
也
。

不
し
加
一
一
厳
禁
一
何
惣
二
縄
徒
や
自
今
以
授
如
有
二
此
類
毛
損
。
出
外
国
↓
安
下
ｌ
置
有
二

供
養
一
定
額
寺
上
延
暦
四
年
五
市
廿
五
日
」
（
『
癖
祷
国
史
大
系
類
聚
三
代
格
前

篇
』
）

⑳
入
部
正
純
「
霊
異
記
の
仏
菩
畦
信
仰
」
（
「
文
学
・
語
学
」
弘
号
）

⑳
五
来
室
『
山
の
宗
教
修
験
道
』

⑳
『
時
代
別
国
語
辞
典
上
代
篇
』
「
び
」
の
項
。

｜
、
堀
一
郎
『
我
が
国
民
間
信
仰
史
の
研
究
宗
教
篇
』

景
戒
の
出
自
と
そ
の
背
景

殖

伊

b

I

⑫
『
葛
城
修
行
潅
頂
式
』
に
見
え
る
「
序
品
島
岩
屋
」
を
さ
す
。

⑬
『
古
典
文
学
大
系
風
土
記
』
に
よ
る
。

、
薗
田
香
融
「
古
代
海
上
交
通
と
紀
伊
水
軍
」
（
『
古
代
の
日
本
・
５
近
畿
』

所
収
）

⑮
臼
田
甚
五
郎
「
淡
島
伝
説
」
（
「
昔
話
伝
説
研
究
」
第
二
号
）
．

⑯
原
田
行
造
「
日
本
霊
異
記
中
巻
冒
頭
説
話
を
め
ぐ
る
諸
問
題
ｌ
説
話
成
立
過

程
の
考
察
と
排
列
法
の
検
討
ｌ
」
（
「
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
哩
号
）

⑳
翠
川
文
子
「
日
本
霊
異
記
中
巻
第
一
縁
に
つ
い
て
」
（
昭
和
四
十
九
年
度
説

話
文
学
会
に
て
口
頭
発
表
）（

ま
る
や
ま
。
あ
き
の
り
本
学
大
学
院
博
士
課
程
）

び
り
一
ｃ四

七

卜


