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石
原
和
著

『「
ぞ
め
き
」
の
時
空
間
と
如
来
教

─
近
世
後
期
の
救
済
論
的
転
回
』

（
法
藏
館
・
二
〇
二
〇
年
）

芹
口
　
真
結
子

　

本
書
は
、
喜
之
を
開
祖
と
し
、
名
古
屋
を
中
心
に
活
動
を
展
開
し
た
如

来
教
を
分
析
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
部
「
一
八
〇
〇
年
前
後
の

救
済
課
題
と
如
来
教
」、
第
二
部
「
一
八
〇
〇
年
前
後
名
古
屋
の
宗
教
環

境
と
如
来
教
世
界
の
形
成
」
の
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
紙
幅
の
都
合

上
、
目
次
の
提
示
は
省
略
し
、
各
章
の
概
要
を
ま
と
め
た
上
で
、
内
容
の

検
討
を
行
う
。

一　

本
書
の
内
容

　

序
章
で
は
、
ま
ず
、
如
来
教
の
概
要
を
説
明
し
た
上
で
、
民
衆
宗
教
研

究
・
如
来
教
研
究
の
研
究
史
整
理
と
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
ま
と
め
て

い
る
。
著
者
は
、
一
八
〇
〇
年
代
と
い
う
時
空
間
、
都
市
名
古
屋
と
い
う

宗
教
環
境
の
二
つ
の
視
点
か
ら
如
来
教
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
様
々
な
研

究
視
角
か
ら
分
野
横
断
的
な
か
た
ち
で
宗
教
像
の
再
構
築
を
試
み
て
い
る

近
年
の
近
世
宗
教
史
研
究
と
の
架
橋
を
目
指
す
と
し
て
い
る
。

　

第
一
部
第
一
章
「
一
八
〇
〇
年
前
後
に
お
け
る
救
済
の
動
揺

─
三
業

惑
乱
と
如
来
教
」
で
は
、
教
祖
喜
之
が
生
き
た
時
代
に
真
宗
教
団
で
異
安

心
が
頻
発
し
た
こ
と
に
目
を
向
け
、
異
安
心
に
よ
る
救
済
方
法
の
動
揺
が

門
徒
の
信
心
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
喜
之
の
教
え
は
、
西

本
願
寺
最
大
の
異
安
心
事
件
で
あ
る
三
業
惑
乱
で
問
題
と
な
り
、
最
終
的

に
本
山
か
ら
異
安
心
と
さ
れ
た
三
業
帰
命
説
に
お
け
る
能
動
的
・
実
践
的

救
済
論
に
対
す
る
一
つ
の
応
答
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

第
一
部
第
二
章
「
名
古
屋
城
下
の
真
宗
異
安
心
と
如
来
教

─
尾
州
五

人
男
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、
如
来
教
の
活
動
が
展
開
し
て
い
た
同
時
期
に

尾
張
国
の
東
派
で
発
生
し
た
尾
州
五
人
男
事
件
を
取
り
上
げ
、
五
人
男
の

救
済
論
の
特
徴
と
如
来
教
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
一
八

〇
〇
年
前
後
で
は
、
心
の
定
置
と
つ
と
め
の
方
法
が
救
済
課
題
と
な
っ
て

お
り
、
五
人
男
と
喜
之
の
教
説
が
そ
れ
ら
へ
の
応
答
を
実
現
し
て
い
た
こ

と
、
喜
之
は
教
学
的
制
約
を
持
た
な
か
っ
た
点
で
五
人
男
と
は
異
な
り
同

様
の
教
え
を
維
持
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
。

　

第
一
部
第
三
章
「「
渇
仰
の
貴
賤
」
と
如
来
教

─
作
善
実
践
に
向
き

合
う
」
で
は
、
高
力
種
信
著
『
金
明
録
』
に
登
場
す
る
「
渇
仰
の
貴
賤
」

に
注
目
し
、
善
書
を
介
し
て
受
容
さ
れ
た
作
善
実
践
と
そ
の
葛
藤
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
善
心
獲
得
に
よ
る
新
し
い
救
済
を
如
来

教
が
提
示
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

第
二
部
第
一
章
「
如
来
教
世
界
の
形
成
過
程
と
秋
葉
信
仰
」
で
は
、
名

古
屋
城
下
に
お
け
る
大
規
模
な
火
事
の
続
発
や
、
熱
田
円
通
寺
の
秋
葉
信

仰
の
拠
点
化
に
よ
り
、
急
速
に
拡
大
し
た
秋
葉
信
仰
に
着
目
し
て
い
る
。

こ
の
秋
葉
信
仰
を
金
毘
羅
の
利
益
へ
包
摂
し
た
如
来
教
は
、
他
信
仰
に
柔

軟
に
対
峙
し
、
自
己
の
教
説
の
変
容
を
成
し
た
点
で
、
異
安
心
に
対
す
る
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167　書　評

真
宗
と
の
対
応
の
違
い
を
示
し
て
い
る
。

　

第
二
部
第
二
章
「
如
来
教
説
教
の
想
像
力
と
し
て
の
近
世
親
鸞
伝
」
は
、

喜
之
が
説
教
で
語
っ
た
「
高
祖
親
鸞
聖
人
御
枕
石
」
を
題
材
に
、
同
時
代

に
流
布
し
て
い
た
寺
社
縁
起
や
高
僧
伝
と
い
っ
た
宗
教
知
が
、
民
衆
宗
教

の
世
界
観
の
形
成
へ
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
合
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る

も
の
で
あ
る
。
如
来
教
に
お
け
る
「
高
祖
親
鸞
聖
人
御
枕
石
」
の
語
り
は
、

枕
石
寺
の
縁
起
に
立
脚
し
た
も
の
で
は
な
く
、
絵
解
き
に
由
来
す
る
宗
教

知
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
如
来
教
が
当

時
の
宗
教
観
や
宗
教
知
に
根
ざ
し
た
説
教
を
行
っ
て
い
た
こ
と
で
、
人
々

に
受
容
さ
れ
た
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。

　

第
二
部
第
三
章
「
文
政
地
震
と
如
来
教
」
で
は
、
文
政
二
年
に
発
生
し

た
文
政
地
震
を
事
例
に
、
災
害
に
際
し
て
動
揺
す
る
人
々
に
対
す
る
如
来

教
の
向
き
合
い
方
と
、
非
日
常
の
事
態
に
対
す
る
説
教
の
特
徴
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
る
。
喜
之
の
地
震
説
教
の
特
徴
は
、
仏
神
と
地
震
と
を
関
連

付
け
て
語
る
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
近
世
社
会
に
共
有
さ
れ
た
世
界
観

で
あ
っ
た
こ
と
、
地
震
の
発
生
要
因
と
人
間
の
行
為
を
関
係
付
け
る
こ
と

で
、
自
省
の
契
機
と
さ
せ
た
こ
と
、
予
言
の
不
的
中
に
意
味
を
持
た
せ
る

臨
機
応
変
な
説
教
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
に
あ
る
と
す
る
。

　

結
章
で
は
、
各
章
の
分
析
を
ま
と
め
た
上
で
、
本
書
の
分
析
を
通
し
、

如
来
教
が
「「
ぞ
め
き
」
の
時
空
間
に
お
け
る
能
動
的
・
実
践
的
な
救
済

→
つ
と
め
の
方
法
の
模
索
→
心
の
定
置
に
よ
る
救
済
と
い
う
救
済
パ
ラ
ダ

イ
ム
の
転
回
」（
三
一
九
頁
）
の
な
か
で
展
開
し
た
こ
と
を
示
し
た
と
位

置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
尾
張
藩
の
藩
政
改
革
に
触
れ
、
名
古
屋
の
人
々

を
と
り
ま
く
社
会
構
造
の
変
化
に
も
目
配
り
を
し
つ
つ
、
如
来
教
が
か
か

る
社
会
変
化
に
即
応
し
た
教
え
を
信
者
に
提
示
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
る
。

二　

本
書
の
成
果
と
論
点

　

本
書
の
特
徴
は
、
如
来
教
の
活
動
や
教
説
を
、
一
八
〇
〇
年
代
に
展
開

し
た
諸
信
仰
の
影
響
の
な
か
で
再
検
討
し
た
点
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
如

来
教
研
究
で
は
、『
お
経
様
』
の
分
析
を
通
し
て
如
来
教
独
自
の
世
界
観

を
再
構
成
す
る
手
法
が
と
ら
れ
て
い
た
。
無
論
、
テ
キ
ス
ト
解
釈
に
基
づ

く
教
義
研
究
の
み
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
信
者
の
動
向
分
析
や
同
時

代
の
社
会
状
況
と
も
関
連
付
け
た
検
討
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け

後
者
に
関
し
て
は
、
同
時
代
に
存
在
し
た
如
来
教
以
外
の
信
仰
活
動
へ
の

言
及
が
手
薄
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
か
か
る
先
学
の
課
題
に
対
し
、
著
者

は
都
市
名
古
屋
と
い
う
空
間
の
特
徴
を
踏
ま
え
、
同
空
間
に
併
存
し
た
真

宗
や
作
善
実
践
、
秋
葉
信
仰
と
如
来
教
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
、
書
物

流
通
な
ど
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
新
た
な
如
来
教
像
の
構
築
を
試
み
て
い

る
。

　

特
に
本
書
の
独
自
性
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
東
西
本
願
寺
教
団
の

異
安
心
（
西
派
の
三
業
惑
乱
、
東
派
の
尾
州
五
人
男
）
に
注
目
し
た
こ
と
で

あ
る
。
異
安
心
を
媒
介
に
、
当
該
期
の
人
々
の
あ
い
だ
で
問
題
と
な
っ
て

い
た
救
済
課
題
が
つ
と
め
の
方
法
へ
の
問
い
と
心
の
定
置
で
あ
る
と
し
、

如
来
教
の
教
説
が
こ
う
し
た
救
済
課
題
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
位

置
づ
け
た
こ
と
は
、
如
来
教
を
当
時
の
諸
信
仰
の
な
か
で
見
直
そ
う
と
す

る
著
者
の
課
題
意
識
を
よ
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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次
に
、
本
書
を
通
読
す
る
な
か
で
評
者
が
抱
い
た
疑
問
点
に
つ
い
て
、

①
事
実
関
係
・
史
料
解
釈
に
関
わ
る
点
、
②
真
宗
と
の
比
較
を
め
ぐ
る
点
、

③
全
体
を
通
し
て
抱
い
た
疑
問
点
、
以
上
三
つ
の
観
点
か
ら
述
べ
て
い
き

た
い
。

　

①
事
実
関
係
・
史
料
解
釈
に
関
わ
る
点
に
つ
い
て
。
事
実
関
係
に
つ
い

て
は
、
細
か
な
点
と
な
る
が
、
第
一
部
第
二
章
の
尾
州
五
人
男
に
関
す
る

推
移
を
説
明
す
る
な
か
で
、
深
励
が
本
事
件
を
理
由
に
失
脚
し
た
と
記
述

さ
れ
て
い
る
部
分
（
一
〇
〇
頁
）
に
関
し
て
触
れ
て
お
く
。
彼
は
、
文
化

八
年
に
一
旦
講
師
休
職
と
は
な
っ
た
も
の
の
、
一
年
を
経
た
ず
に
講
師
に

復
職
し
て
お
り）

1
（

、
や
や
正
確
性
に
欠
け
た
記
述
と
な
っ
て
い
る
。

　

史
料
解
釈
に
関
し
て
は
、
第
一
部
第
二
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
新
敷

宗
意
」
事
件
に
お
け
る
、
安
永
五
年
申
一
一
月
の
尾
張
藩
寺
社
奉
行
触
の

解
釈
に
つ
い
て
ま
ず
述
べ
て
い
く
。
著
者
は
、
触
末
尾
の
「
村
役
人
共
可

為
越
度
者
也
」
を
、
尾
張
藩
側
が
「
落
ち
度
を
指
摘
す
る
ま
で
に
そ
の
摘

発
に
躍
起
と
な
っ
て
い
た
」（
九
四
頁
）
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

近
世
の
触
文
言
の
定
型
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
や
や
過
度
に
そ
の
意

味
を
読
み
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
付
言
す
る
と
、
こ
の
「
新
敷
宗
意
」

事
件
は
、
宗
教
者
の
身
分
に
な
い
俗
人
が
参
集
し
、
宗
門
に
な
い
信
仰
活

動
を
し
て
い
た
こ
と
が
、
身
分
制
に
抵
触
す
る
活
動
と
し
て
藩
側
に
問
題

視
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
よ
う
な
問
題
は
、
大
工
伊
右

衛
門
の
文
化
一
二
年
一
〇
月
一
日
説
教
（
一
一
九
―
一
二
〇
頁
）
の
把
握

に
も
存
在
す
る
。
著
者
は
、
史
料
中
の
「
内
輪
」・「
心
得
違
」
と
い
う
語

が
、「
新
敷
宗
意
」
事
件
後
の
寺
社
奉
行
触
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
断
言
で
き
な
い
と
は
し
つ
つ
も
、
伊
右
衛
門
が
真
宗
に
関
わ
る
騒

動
に
巻
き
込
ま
れ
た
可
能
性
を
想
定
し
て
い
る
。
だ
が
、
一
一
九
頁
で
摘

記
さ
れ
て
い
る
伊
右
衛
門
の
相
談
内
容
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
身
内
あ
る

い
は
大
工
仲
間
同
士
（
＝
内
輪
）
の
い
さ
か
い
と
も
読
み
取
れ
る
可
能
性

が
あ
り
、
こ
の
記
載
だ
け
で
真
宗
関
係
の
問
題
を
想
定
す
る
こ
と
は
や
は

り
説
得
力
に
欠
け
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
同
章
に
お
い
て
著
者
は
、
霊
瑞
が
語
っ
た
自
力
の
念
仏
と
他
力

の
念
仏
の
違
い
に
つ
い
て
、
自
力
の
念
仏
は
「
そ
の
時
々
の
信
心
に
応
じ

て
称
え
る
」
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
、
信
心
を
時
と
場
合
に
よ
っ
て
揺
る

ぎ
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
を
霊
瑞
が
重
視
し
て
い
る
と
し
て
い
る
（
一
一

一
頁
）。
だ
が
、
引
用
史
料
中
の
「
霊
瑞
云
「
信
心
ナ
リ
称
フ
ル
ガ
自
力

ト
存
シ
マ
ス
。」」
は
、
原
文
を
参
照
す
る
と
、「
信
心
ナ
ク
称
フ
ル
ガ
自

力
ト
存
シ
マ
ス
」
と
あ
り
、
信
心
を
伴
わ
な
い
念
仏
が
自
力
の
念
仏
で
あ

る
と
い
う
意
と
な
る
。

　

②
真
宗
と
の
比
較
を
め
ぐ
る
点
に
つ
い
て
。
先
に
、
本
書
の
独
自
性
は
、

東
西
本
願
寺
教
団
の
異
安
心
と
如
来
教
に
つ
い
て
、
当
該
期
の
救
済
課
題

を
念
頭
に
置
き
、
両
者
を
関
連
付
け
な
が
ら
論
じ
て
い
る
点
に
あ
る
と
指

摘
し
た
。
こ
の
独
自
の
観
点
は
、
近
世
宗
教
史
研
究
と
民
衆
宗
教
史
研
究

を
架
橋
さ
せ
る
試
み
と
し
て
意
義
深
い
が
、
著
者
の
近
世
真
宗
把
握
に
関

し
て
は
、
疑
問
点
も
存
在
す
る
。

　

例
え
ば
、
第
一
部
第
一
章
で
は
三
業
惑
乱
を
題
材
に
、
能
動
的
・
実
践

的
な
救
済
を
示
し
た
こ
と
が
、
三
業
帰
命
説
が
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た

理
由
で
あ
る
と
し
、
一
八
〇
〇
年
前
後
の
救
済
課
題
を
析
出
し
て
い
る
。
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だ
が
、
三
業
帰
命
説
の
教
説
面
で
の
特
徴
に
関
し
て
は
、
近
年
、
自
力
／

他
力
と
い
う
理
解
か
ら
進
ん
だ
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

小
林
准
士
が
、
三
業
帰
命
説
の
特
徴
と
し
て
儀
式
＝
外
儀
→
内
心
の
信

（
内
信
）
の
表
出
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
の
重
視
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る）

2
（

。

小
林
に
よ
れ
ば
、
外
儀
→
内
信
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
の
重
視
は
、
門
徒
に
対

す
る
有
効
な
教
化
を
模
索
す
る
僧
侶
の
課
題
意
識
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
教
化
者
で
あ
る
僧
侶
側
の
動
向
に
つ
い

て
述
べ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
つ
と
め
の
方
法
へ
の
問
い
が
当
該
期
の
救

済
課
題
で
あ
る
と
述
べ
る
著
者
の
議
論
に
も
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
本
書
の
な
か
で
具
体
的
な
言
及
は
見
出
せ
な
か
っ
た
た
め
、

著
者
の
見
解
を
知
り
た
い
。

　

第
一
部
第
二
章
で
は
、
如
来
教
と
五
僧
の
教
説
で
は
心
の
定
置
が
重
視

さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
て
、
真
宗
教
団
側
は
心
の
定
置
や
、
つ
と
め
の
方

法
へ
の
問
い
に
上
手
く
応
答
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
も
近
世
真
宗
教
学
の
有
り
様
を
踏
ま
え
る
と
そ
の
よ
う
に
言

い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
心
の
定
置
を
救
済
の
最
重
要

要
件
と
す
る
の
は
、
な
に
も
五
僧
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
学
寮
講
師

深
励
の
教
義
解
釈
も
、
救
済
は
口
称
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立

す
る
の
で
は
な
く
、
信
仰
を
体
認
し
た
一
念
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う

も
の
で
あ
り）

3
（

、
い
わ
ゆ
る
心
の
定
置
を
重
視
し
た
教
え
を
説
い
て
い
る
と

も
い
え
る
。
ま
た
、
一
一
〇
頁
で
著
者
が
本
山
か
ら
問
題
視
さ
れ
た
教
説

と
し
て
言
及
す
る
秀
山
の
主
張
（
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
者
を
御
助
け
下

さ
る
と
信
じ
る
心
が
重
要
）
は
、
阿
弥
陀
仏
の
救
済
を
信
じ
て
疑
わ
な
い

こ
と
が
往
生
の
要
件
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
信
楽
正
因
説
を
ベ
ー
ス

に
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
に
瑕
疵
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
秀
山

お
よ
び
五
僧
の
説
き
方
の
問
題
は
、
救
済
論
を
説
く
上
で
念
仏
を
軽
視
、

あ
る
い
は
地
獄
堕
在
と
関
連
付
け
た
点
に
あ
る
。
秀
山
の
聞
調
で
、「
本

願
ノ
御
誓
ヒ
ヲ
信
ス
ル
ニ
ス
キ
キ
ラ
ヒ
」
が
あ
る
こ
と
（
＝
念
仏
往
生
へ

の
言
及
を
避
け
る
こ
と
）
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
根
拠
と
な
る）

（
（

。

　

な
お
、
尾
州
五
人
男
と
三
業
惑
乱
と
の
関
係
を
必
要
以
上
に
強
調
す
る

こ
と
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
五
僧
も
本
山
・
学
寮
側
も
、
隣
山
の

惑
乱
を
強
く
意
識
し
て
い
た
点
は
評
者
も
か
つ
て
指
摘
し
た）

5
（

。
だ
が
、
当

該
期
の
尾
張
国
に
は
、
三
業
帰
命
説
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
説
理
解
が
併

存
し
て
い
る
こ
と
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
例
を
出
せ
ば
、
秀

山
が
聞
調
の
な
か
で
、
法
立
村
の
門
徒
が
「
唐
黍
木
ヲ
引
ク
ト
テ
信
ヲ
得

タ
」・「
朝
ニ
雑
煮
ヲ
喰
フ
ト
テ
信
ヲ
得
タ
」
と
述
べ
た
の
を
聞
き
、
そ
れ

は
外
道
天
魔
だ
と
批
判
し
た
こ
と
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る）

（
（

。
こ
れ
は
お
よ

そ
三
業
帰
命
説
と
は
別
の
教
義
理
解
で
あ
り
、
か
か
る
種
々
の
教
説
理
解

の
存
在
を
視
野
に
入
れ
た
上
で
議
論
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

　

以
上
に
加
え
て
、
著
者
が
如
来
教
を
分
析
す
る
上
で
、
や
や
真
宗
と
の

関
わ
り
を
強
く
意
識
し
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
こ
と
も
評
者
は
気
に

な
っ
た
。
如
来
教
の
信
者
に
は
、
本
書
が
論
証
し
て
い
る
よ
う
に
、
確
か

に
真
宗
門
徒
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
把
握
で
き
る
。
だ
が
、
さ
ま
ざ
ま

な
宗
派
の
開
祖
が
喜
之
に
降
り
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
如

来
教
の
信
者
は
真
宗
門
徒
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
自

力
／
他
力
信
仰
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
そ
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
宗
派
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ご
と
に
差
異
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
に
属
す
る

人
々
が
集
う
か
ら
こ
そ
、
自
力
修
業
の
問
題
が
顕
在
化
し
や
す
か
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
如
来
教
を
分
析
す
る
に
際
し
、
真
宗
（
門
徒
・
信
仰
）

を
定
型
例
と
し
て
参
照
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
妥
当
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
③
全
体
を
通
し
て
抱
い
た
疑
問
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。

評
者
が
通
読
し
て
気
に
な
っ
た
の
は
、
民
衆
宗
教
史
研
究
な
ど
に
代
表
さ

れ
る
従
来
の
宗
教
像
と
著
者
の
主
張
と
の
距
離
で
あ
る
。
著
者
は
、
同
時

代
性
・
空
間
性
を
重
視
し
た
新
た
な
如
来
教
像
を
描
き
出
そ
う
と
試
み
て

い
る
が
、
実
際
に
描
出
さ
れ
た
像
は
、
意
外
に
も
従
来
の
宗
教
像
に
近
し

い
部
分
が
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
如
来
教
の
信
者
は
、
自
身
の
救
済
の

た
め
に
様
々
な
試
行
錯
誤
を
し
、
ゆ
え
に
喜
之
か
ら
〝
自
力
〟
と
批
判
さ

れ
た
が
、
こ
れ
は
奈
倉
哲
三
が
見
出
し
た
「
三
業
固
執
の
族
」

─
人
間

の
主
体
性
に
強
く
惹
か
れ
る
人
々

─
と
重
な
る
と
著
者
は
述
べ
て
い
る
。

奈
倉
は
、「
三
業
固
執
の
族
」
に
つ
い
て
、「
真
宗
的
思
考
と
い
う
枠
の
な

か
で
、
近
代
へ
の
ほ
と
ん
ど
入
口
に
立
つ
人

）々
（
（

」
と
評
価
し
て
お
り
（
奈

倉
の
三
業
派
評
価
の
妥
当
性
に
関
し
て
は
、
後
学
に
よ
る
三
業
惑
乱
研
究
で
批

判
も
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
）、
同
見
解
に
沿
う
か

た
ち
で
如
来
教
の
信
者
を
位
置
づ
け
る
と
、
近
代
性
と
の
距
離
の
近
さ
か

ら
民
衆
宗
教
の
歴
史
的
意
義
を
見
出
そ
う
と
し
た
従
来
の
民
衆
宗
教
史
研

究
と
同
じ
陥
穽
に
陥
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
第
一
部
第
二
章
で
、
真
宗
門
徒
の
う
ち
に
如
来
教
を
受
容
し
た

人
々
が
生
ま
れ
た
の
は
、
真
宗
教
団
の
教
化
が
時
代
的
課
題
に
対
応
で
き

ず
、
つ
と
め
の
方
法
へ
の
問
い
や
心
の
定
置
に
よ
る
救
済
を
如
来
教
に
求

め
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
形
式
化
し
た
仏
教
以
外

の
信
仰
を
求
め
た
民
衆
の
前
に
民
衆
宗
教
が
登
場
し
た
と
把
握
す
る
民
衆

宗
教
史
研
究
の
見
取
り
図
と
相
似
的
で
あ
る
。
無
論
、
生
き
る
上
で
の
大

小
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
の
解
消
を
求
め
る
人
々
が
、
既
存
宗
教
で
は
な
く
民

衆
宗
教
を
解
決
手
段
と
し
て
選
択
し
て
い
る
点
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

真
宗
信
仰
以
外
の
諸
信
仰
を
取
り
入
れ
た
尾
張
真
宗
門
徒
が
、
何
故
如
来

教
を
選
択
し
た
の
か
を
追
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
従
来
的
な
議
論
の

構
図
に
落
と
し
込
ま
な
い
か
た
ち
で
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

現
在
、
近
世
宗
教
史
研
究
を
め
ぐ
る
動
向
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

他
時
代
・
他
地
域
と
の
比
較
や
、
宗
教
学
な
ど
近
接
諸
分
野
と
の
架
橋
、

学
説
史
の
整
理
な
ど
、
多
角
的
な
視
座
か
ら
議
論
の
総
合
化
が
図
ら
れ
つ

つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
研
究
潮
流
を
反
映
し
、
近
世

社
会
を
構
成
す
る
一
要
素
と
し
て
如
来
教
を
位
置
づ
け
直
そ
う
と
し
た
成

果
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

注
（
1
）　

芹
口
真
結
子
「
教
学
論
争
と
藩
権
力
」（『
近
世
仏
教
の
教
説
と
教
化
』

法
藏
館
、
二
〇
一
九
年
）
八
〇
頁
。

（
2
）　

小
林
准
士
「
神
祇
礼
拝
論
争
と
近
世
真
宗
の
異
端
性
」（『
歴
史
評
論
』

七
四
三
、
二
〇
一
二
年
）。

（
3
）　

廣
瀬
南
雄
『
真
宗
学
史
稿
』（
法
藏
館
、
一
九
八
〇
年
）
一
七
五
頁
。

（
（
）　

大
谷
大
学
図
書
館
蔵
「
尾
州
五
僧
安
心
御
聞
調
」
二
（
宗
大
六
一
）。
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（
5
）　

注（
1
）拙
論
文
。

（
（
）　

注（
（
）史
料
。

（
（
）　

奈
倉
哲
三
『
真
宗
信
仰
の
思
想
史
的
研
究

─
越
後
蒲
原
門
徒
の
行
動

と
足
跡
』（
校
倉
書
房
、
一
九
九
〇
年
）
一
三
五
頁
。

�

（
岐
阜
大
学
助
教
）

岡
安
儀
之
著

『「
公
論
」
の
創
生
「
国
民
」
の
誕
生

─
福
地
源
一
郎
と
明
治
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』

（
東
北
大
学
出
版
会
・
二
〇
二
〇
年
）

小
川
原
　
正
道

　

福
地
源
一
郎
が
『
東
京
日
日
新
聞
』
に
入
社
し
た
一
八
七
四
年
か
ら
約

十
年
間
を
対
象
に
、
同
紙
上
で
開
陳
さ
れ
た
福
地
の
言
説
と
思
想
を
読
み

解
き
、
福
地
の
再
評
価
を
試
み
た
の
が
、
本
書
で
あ
る
。

　

著
者
は
、
福
地
の
死
に
対
す
る
夏
目
漱
石
の
辛
辣
な
評
価
か
ら
筆
を
起

こ
し
、
福
地
に
対
す
る
「
御
用
記
者
」「
官
権
派
」「
漸
進
主
義
者
」「
保

守
主
義
者
」「
変
節
漢
」
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
は
当
時
か

ら
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
今
日
の
福
地
研
究
の
低
調
さ
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
す
る
。
し
か
し
、
明
治
期
に
お
い
て
福
地
は
、
福
沢
諭
吉
と
二
分

す
る
ま
で
の
影
響
力
を
誇
っ
て
い
た
と
し
て
、
著
者
は
新
聞
記
者
と
し
て

の
福
地
に
つ
い
て
、
近
代
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
の
発
達
と
民
主
化
を
考
え
る

上
で
欠
か
せ
な
い
人
物
で
あ
る
と
し
、
漱
石
の
よ
う
な
評
価
が
生
ま
れ
、

福
地
が
地
に
埋
も
れ
た
存
在
に
な
っ
た
経
緯
、
明
治
期
に
社
会
を
動
か
し

て
い
た
福
地
の
新
聞
論
説
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
か
、
を
問
う
。

本
書
の
射
程
は
、
福
地
が
『
東
京
日
日
新
聞
』
の
記
者
と
な
っ
た
一
八
七

四
年
か
ら
お
よ
そ
十
年
間
に
あ
て
ら
れ
、
従
来
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー

ジ
を
解
体
し
、
福
地
を
無
視
す
る
原
因
と
な
っ
た
戦
後
歴
史
学
の
進
歩
史
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