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本
論
は
「
法
然
上
人
「
十
七
条
御
法
語
」
の
研
究
―
伝
承
と
展
開
の
背
景
―
」
と
題
し
、
法
然
上
人
（
以

下
、
敬
称
を
省
略
）
の
遺
文
集
と
し
て
伝
わ
る
『
西
方
指
南
抄
』
所
収
の
「
十
七
条
御
法
語
」
に
つ
い
て
、

一
々
の
御
法
語
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
「
十
七
条
御
法
語
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
伝

承
を
明
ら
か
に
し
、
同
時
に
そ
れ
に
伴
う
諸
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

従
来
の
法
然
御
法
語
研
究
は
、
法
然
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
証
左
と
し
て
内
容
を
検
討
す
る

こ
と
や
、
法
然
の
教
義
書
・
遺
文
集
・
伝
記
類
の
な
か
で
の
比
較
検
討
に
よ
る
書
誌
的
研
究
、
思
想
研
究

等
々
が
中
心
で
あ
り
、『
選
択
集
』
や
『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』（
以
下
、『
語
灯
録
』
と
す
る
）
等
に
説
か
れ

て
い
な
い
内
容
や
、
疑
わ
し
い
内
容
は
偽
撰
と
判
断
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
田
村
圓
澄
氏
を

は
じ
め
と
す
る
多
く
の
先
学
が
用
い
る
、
御
法
語
の
真
偽
判
断
基
準
で
あ
る
１

。 

書
誌
的
研
究
に
お
い
て
は
、
中
野
正
明
氏
に
よ
り
遺
文
が
原
型
か
ら
ど
の
よ
う
に
踏
襲
、
改
変
さ
れ
な

が
ら
伝
記
類
へ
と
伝
わ
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
、
諸
本
や
遺
文
集
・
伝
記
類
と
の
比
較

に
よ
っ
て
詳
細
に
考
察
さ
れ
、
遺
文
集
の
書
誌
学
に
一
定
の
基
準
が
設
け
ら
れ
た
２

。
本
論
も
中
野
説
に

よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
、
氏
の
研
究
の
よ
う
に
遺
文
集
全
体
を
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
一
つ

の
遺
文
に
絞
っ
て
思
想
を
ふ
ま
え
て
み
て
い
く
こ
と
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
る
。 

御
法
語
の
真
偽
も
本
論
に
お
い
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
田
村
氏
の
よ
う
に
御
法
語
と
教
義
書
の
思
想

を
比
較
す
る
の
み
で
真
偽
を
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
一
つ
一
つ
の
御
法
語
に
は
『
選
択
集
』
等
と
は
異

な
っ
た
、
複
雑
な
背
景
が
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
本
論
は
真
偽
を
確
定
す
る
こ
と
の
重
要
さ

も
ふ
ま
え
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
偽
撰
説
に
対
し
、
別
の
視
点
が
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。 

ま
た
、
御
法
語
の
伝
承
に
関
す
る
研
究
で
は
、
法
然
門
下
や
さ
ま
ざ
ま
な
諸
師
の
著
作
ま
で
範
囲
を
広

げ
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
人
物
関
係
等
の
背
景
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
考
察
さ
れ
た
研
究
は
少
な
く
、
藤
堂
恭

俊
氏
、
永
井
隆
正
氏
の
研
究
が
あ
る
の
み
で
あ
る
３

。
両
氏
の
研
究
は
何
れ
も
詳
細
な
研
究
で
は
あ
る
が
、

個
々
の
御
法
語
を
扱
う
も
の
で
あ
っ
て
、
遺
文
全
体
を
考
察
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
つ

の
遺
文
を
全
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
つ
の
御
法
語
だ
け
で
は
み
え
て
こ
な
い
伝
承
背
景
が
明

確
に
な
り
、
従
来
の
個
々
の
御
法
語
の
み
に
よ
る
研
究
成
果
は
、
大
幅
な
見
直
し
が
必
要
と
な
る
こ
と
に

な
る
。 

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
本
論
に
お
い
て
は
十
七
条
各
条
に
つ
い
て
、
は
じ
め
に
内
容
解
釈

と
問
題
提
起
を
行
い
、
法
然
教
学
と
の
比
較
に
よ
っ
て
「
十
七
条
御
法
語
」
伝
承
の
正
統
性
や
法
然
の
思

想
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
法
然
門
下
の
著
作
や
『
語
灯
録
』
、
『
四
十
八
巻
伝
』
や
『
明
義

進
行
集
』
・
『
広
疑
瑞
決
集
』
等
と
の
比
較
に
よ
っ
て
判
明
す
る
成
立
背
景
を
も
と
に
伝
承
に
つ
い
て
言
及

し
た
。 

  

第
一
章
で
は
、
は
じ
め
に
「
十
七
条
御
法
語
」
に
関
わ
る
三
つ
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
。「
題
名
」・

「
説
示
順
序
」
・
「
内
容
」
の
三
点
で
あ
る
。
「
題
名
」
に
つ
い
て
は
、
親
鸞
真
筆
本
や
版
本
、
『
昭
法
全
』

の
段
落
分
け
と
は
異
な
る
筆
者
の
見
解
を
提
示
し
た
う
え
で
、
全
部
で
十
七
条
に
な
る
こ
と
を
示
し
、
題

名
は
「
十
七
条
御
法
語
」
と
し
て
間
違
い
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
次
に
そ
の
段
落
分
け
に
基
づ

い
て
各
条
を
概
観
し
、
説
示
内
容
が
起
行
論
・
教
判
論
・
安
心
論
・
作
業
論
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
こ
と

や
、
十
七
条
の
う
ち
、
大
半
の
御
法
語
が
信
瑞
の
『
明
義
進
行
集
』
・
『
広
疑
瑞
決
集
』
と
深
い
関
わ
り
を

も
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

 

第
二
章
で
は
、
第
一
章
で
提
示
し
た
二
系
統
の
う
ち
、『
明
義
進
行
集
』
の
伝
承
系
統
に
属
す
る
御
法
語

で
あ
る
「
十
七
条
②
・
④
・
⑤
・
⑧
・
⑩
・
⑫
・
⑬
・
⑯
・
⑰
」
４

に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
れ
ら
の
御
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法
語
の
内
容
に
は
一
見
統
一
性
が
み
ら
れ
な
い
が
、
伝
承
と
い
う
視
点
で
み
た
時
、
各
御
法
語
に
共
通
点

が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
十
七
条
②
・
⑰
」
に
は
、
釈
尊
出
世
本
懐
や
宗
義
各
別
と
い
っ
た
教
判

論
が
説
か
れ
て
い
た
。
唯
一
同
内
容
が
説
か
れ
る
「
一
期
物
語
」
の
記
事
よ
り
、
こ
の
内
容
は
、
天
台
僧

で
あ
る
公
胤
か
ら
の
法
然
に
対
す
る
非
難
が
発
端
と
な
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
当
時
公
胤
以
外
に
も
、
他
宗
か
ら
法
然
に
対
す
る
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
法
然
は

そ
れ
ら
に
対
し
て
積
極
的
に
反
論
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。 

「
十
七
条
⑬
・
⑯
」
に
は
、
称
念
と
観
念
と
い
っ
た
念
仏
論
が
説
か
れ
て
い
た
。
こ
の
御
法
語
で
は
、

「
信
空
伝
説
の
詞
」
、
『
明
義
進
行
集
』
信
空
の
項
に
同
内
容
が
示
さ
れ
て
い
た
た
め
、
信
空
の
人
物
像
に

注
目
し
た
。
こ
の
御
法
語
の
な
か
で
は
、
源
信
と
善
導
が
比
較
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
法
然
は
源
信
の
説

示
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
宗
、
と
く
に
天
台
宗
に
対
し
て
説
得
力
を
も
た
せ
た
も
の
で
あ
る
。
信

空
は
他
宗
か
ら
の
弾
圧
処
理
に
当
た
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
や
、
円
頓
戒
の
戒
師
と
し
て
天
台
宗
に
対
し

て
発
言
力
や
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
法
然
の
説
示
を
も
っ
て
他
宗
か
ら
の
疑
問
や
批
判

に
対
し
て
信
空
が
答
え
た
も
の
と
い
う
背
景
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

「
十
七
条
⑤
」
に
は
、
念
仏
の
修
し
方
と
称
え
る
際
の
心
構
え
が
説
か
れ
て
い
た
。
『
明
義
進
行
集
』

や
「
信
空
伝
説
の
詞
」
と
の
比
較
か
ら
、
こ
の
御
法
語
は
信
空
の
「
白
河
消
息
」
が
原
本
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
、
そ
こ
か
ら
『
明
義
進
行
集
』
や
「
十
七
条
⑤
」
へ
と
伝
わ
っ
て
い
く
と
い
う
伝
承
過
程
を
示
し

た
。
さ
ら
に
、
こ
の
御
法
語
の
背
景
に
は
明
遍
や
天
台
僧
覚
愉
と
の
関
連
も
う
か
が
わ
れ
た
。
明
遍
と
信

空
は
血
族
的
に
近
く
、
そ
の
一
族
の
な
か
に
は
、
法
然
教
団
を
守
ろ
う
と
す
る
血
族
的
な
集
ま
り
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
十
七
条
④
・
⑧
」
に
は
、
念
仏
と
諸
行
と
い
っ
た
念
仏
論
が
説
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
は
、
「
信
空

伝
説
の
詞
」
の
説
示
と
の
関
係
か
ら
、「
十
七
条
御
法
語
」
と
信
空
の
関
わ
り
が
よ
り
明
確
に
な
る
。
ま
た

「
十
七
条
⑤
」
で
注
目
し
た
覚
愉
と
、
廬
山
寺
を
通
し
て
関
係
を
も
つ
禅
仙
や
永
弁
も
「
十
七
条
御
法
語
」

と
関
連
が
あ
る
人
物
と
し
て
注
目
し
た
。
何
れ
も
天
台
僧
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
質
問
に
信
空
や
明
遍
が

法
然
の
教
え
を
も
っ
て
答
え
て
い
る
と
い
う
構
図
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、「
十
七
条
⑤
」
の
時

と
異
な
り
、「
白
河
消
息
」
の
よ
う
な
原
本
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
原
本
の
他
に
、
口
伝
と
い
う
伝

わ
り
方
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

最
後
に
「
十
七
条
⑩
・
⑫
」
は
、
三
種
行
儀
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
た
。
『
明
義
進
行
集
』
に
は
、
雅

成
親
王
が
隆
寛
・
明
禅
・
聖
覚
と
、
念
仏
往
生
に
関
す
る
質
問
を
書
簡
に
て
や
り
と
り
し
て
い
た
こ
と
が

示
さ
れ
、
そ
の
質
疑
応
答
の
な
か
に
「
十
七
条
⑩
・
⑫
」
の
内
容
が
説
か
れ
て
い
た
。
雅
成
親
王
は
天
台

教
団
と
深
い
関
わ
り
を
も
つ
人
物
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
天
台
の
立
場
か
ら
の
質
問
に
対
し
て
隆
寛
等
が
法

然
の
教
え
を
も
っ
て
答
え
る
と
い
う
背
景
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
信
瑞
が
『
明
義
進
行
集
』

を
編
集
す
る
際
に
、
こ
れ
ら
の
書
簡
の
内
容
に
手
を
加
え
る
こ
と
が
な
く
、
原
本
を
忠
実
に
記
載
し
て
い

る
こ
と
を
確
認
で
き
た
こ
と
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
以
上
、
各
条
を
検
討
し
た
結
果
、
第
二
章
で
み
え
て

く
る
共
通
点
と
は
、
公
胤
・
源
信
・
覚
愉
・
禅
仙
・
永
弁
・
雅
成
親
王
と
い
う
天
台
宗
と
の
関
係
が
深
い

人
物
が
関
連
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
天
台
の
思
想
を
も
つ
者
か
ら
の
質
問
や
批
判
に
対
し

て
、
信
空
や
明
遍
、
隆
寛
等
が
、
法
然
の
教
え
を
も
っ
て
対
処
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
論
争
に
法
然
自
身
は

関
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
三
章
で
は
、
第
一
章
で
提
示
し
た
二
系
統
の
う
ち
、『
広
疑
瑞
決
集
』
の
伝
承
系
統
に
属
す
る
御
法
語

で
あ
る
「
十
七
条
①
・
③
・
⑭
」
の
三
条
に
つ
い
て
検
討
し
た
。「
十
七
条
①
」
は
、
第
二
十
願
に
つ
い
て

説
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
ま
ず
問
題
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
説
示
の
真
偽
で
あ
る
。
法
然
は
他
の
文
献
で
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第
二
十
願
解
釈
を
述
べ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
に
説
か
れ
る
よ
う
な
、
三
生
、
百
年
の

内
に
往
生
が
か
な
う
と
い
う
内
容
は
ど
こ
に
も
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
田
村
圓
澄
氏
に
よ
る
真
偽
判
断

に
よ
れ
ば
、
偽
撰
と
さ
れ
る
べ
き
内
容
で
あ
る
。
そ
こ
で
法
然
門
下
の
文
献
か
ら
関
連
内
容
を
検
索
す
る

と
、『
東
宗
要
』
と
『
広
疑
瑞
決
集
』
の
二
文
献
の
み
に
同
様
の
内
容
が
説
か
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
、『
広

疑
瑞
決
集
』
に
、
こ
の
内
容
が
信
空
か
ら
の
「
相
伝
」
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
、

原
本
か
ら
『
広
疑
瑞
決
集
』
や
「
十
七
条
御
法
語
」
に
伝
承
さ
れ
る
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
信

空
だ
け
で
な
く
、
明
遍
や
南
都
に
お
い
て
も
こ
の
三
願
と
い
う
も
の
が
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
た
。
真
偽
に
関
し
て
は
、
門
下
の
解
釈
よ
り
、
第
二
十
願
と
い
う
も
の
が
、
そ
も
そ
も
念
仏
に

よ
る
往
生
を
願
体
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
仏
と
の
結
縁
の
強
さ
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀

仏
と
一
度
で
も
縁
を
結
ん
だ
者
は
、
い
つ
か
必
ず
そ
の
願
い
が
果
遂
し
、
往
生
が
か
な
う
と
い
う
も
の
で

あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
十
七
条
①
」
や
『
広
疑
瑞
決
集
』
に
説
か
れ
る
内
容
が
法
然
教
学
と

し
て
問
題
が
な
い
と
結
論
づ
け
た
。
同
時
に
、
こ
の
内
容
は
法
然
が
積
極
的
に
自
身
の
教
学
を
示
す
も
の

と
は
類
を
異
に
し
、
他
者
か
ら
の
質
問
に
対
す
る
問
答
の
な
か
で
説
か
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
。 

「
十
七
条
⑭
」
に
は
、
第
十
九
願
が
諸
行
の
人
を
第
十
八
願
に
ひ
き
こ
む
と
い
う
、
法
然
教
学
に
は
み

ら
れ
な
い
内
容
が
説
か
れ
て
い
た
。
門
下
の
文
献
の
な
か
で
も
同
内
容
が
み
ら
れ
る
の
は
『
広
疑
瑞
決
集
』

の
み
で
あ
る
点
よ
り
検
討
し
た
。『
広
疑
瑞
決
集
』
の
該
当
箇
所
に
、
第
二
十
願
と
同
様
に
「
相
伝
」
で
あ

る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
点
や
、
そ
の
直
前
に
示
さ
れ
る
信
瑞
の
詞
に
注
目
し
た
。
そ
こ
に
は
、
信
瑞
の

他
宗
か
ら
の
批
判
に
対
す
る
強
い
対
抗
意
識
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
分
か
る
こ
と
は
、
信
瑞
に

は
対
他
宗
と
い
う
意
識
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
信
空
や
隆
寛
と
い
っ
た
師
か
ら
「
相
伝
」
さ
れ
た
法
然
の

解
釈
を
も
っ
て
他
宗
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
構
図
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
批
判
は
、

『
興
福
寺
奏
状
』
に
示
さ
れ
る
内
容
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
南
都
か
ら
の
批
判
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か

る
。 「

十
七
条
③
」
に
は
、
往
生
以
後
、
地
蔵
菩
薩
等
が
覚
り
を
目
指
す
仲
間
と
な
る
と
い
う
内
容
が
説
か

れ
る
が
、
こ
れ
も
法
然
教
学
に
は
み
ら
れ
な
い
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
広
疑
瑞
決
集
』
の
み
に
同
様

の
説
が
説
か
れ
る
点
も
先
の
二
つ
の
御
法
語
と
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
の
が
、『
興
福
寺
奏
状
』

を
起
草
し
た
貞
慶
や
、
そ
の
教
え
を
引
き
継
ぐ
良
遍
等
、
南
都
の
間
に
は
強
い
地
蔵
信
仰
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
三
章
で
も
、
対
他
宗
と
い
う
意
識
の
な
か
で
、
信
瑞
が
信
空
等
に
よ
っ
て
相

伝
さ
れ
た
法
然
の
解
釈
に
よ
っ
て
対
処
し
て
い
た
と
い
う
背
景
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
第
二
章
と
異
な
る

点
は
、
こ
の
三
つ
の
内
容
は
法
然
教
学
的
に
珍
し
い
と
い
う
こ
と
と
、
相
手
が
南
都
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。 

 

第
四
章
で
は
、
「
十
七
条
御
法
語
」
の
な
か
で
、
『
明
義
進
行
集
』
系
統
に
も
『
広
疑
瑞
決
集
』
系
統
に

も
属
さ
な
い
五
つ
の
御
法
語
に
つ
い
て
検
討
し
た
。「
十
七
条
⑥
・
⑦
・
⑨
・
⑪
・
⑮
」
が
該
当
す
る
。
こ

の
う
ち
、「
十
七
条
⑪
・
⑮
」
に
は
、
念
声
是
一
論
と
三
心
論
が
説
か
れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
御
法
語
の

伝
承
に
は
、
と
も
に
明
遍
と
良
遍
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、『
興
福
寺
奏
状
』

や
明
恵
か
ら
の
批
判
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。「
十
七
条
⑥
・
⑦
・
⑨
」
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
願
成
就
文
、
第
十
八
願
の
「
至
心
信
楽
欲
生
我
国
」
、
就
行
立
信
釈
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。
本
章
で

は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
御
法
語
に
関
し
て
、
特
定
の
人
物
や
伝
承
背
景
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
関
連
人
物
が
特
定
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
義
的
に
は
問
題
が
な
い
内
容
で
あ
る
こ

と
を
確
認
し
た
。 

 

第
五
章
で
は
、「
十
七
条
御
法
語
」
に
示
さ
れ
る
内
容
と
、
法
然
の
教
義
書
や
他
の
御
法
語
に
説
か
れ
る
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内
容
と
の
比
較
検
討
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
第
二
章
か
ら
第
四
章
に
お
い
て
各
条
を
考
察
す
る
際
に
述
べ
て

き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
改
め
て
整
理
し
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
十
七
条
御
法
語
」
の
思
想
面
に
お
け
る

特
徴
を
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
第
二
節
で
述
べ
た
念
仏
と
諸
行
に
関
し
て
は
、
先
学
の
研

究
を
も
と
に
、
法
然
が
「
浄
土
門
帰
入
」
と
い
う
大
き
な
宗
教
的
体
験
を
経
て
、
念
仏
一
行
と
な
り
、
諸

行
往
生
を
一
切
認
め
な
い
立
場
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
各
思
想
に
つ
い
て
比
較
し
た
結

果
、「
十
七
条
御
法
語
」
は
法
然
教
学
の
枠
内
に
は
お
さ
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
然
が
自
ら
積
極
的
に
示

そ
う
と
し
た
教
学
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
特
殊
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

第
六
章
で
は
、
本
論
の
研
究
目
的
で
あ
る
、
「
十
七
条
御
法
語
」
の
伝
承
過
程
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

そ
の
際
、「
十
七
条
御
法
語
」
が
現
存
す
る
形
に
至
る
ま
で
を
三
段
階
に
分
け
て
考
察
し
た
。
第
一
段
階
は

法
然
に
よ
っ
て
「
十
七
条
御
法
語
」
に
説
か
れ
る
内
容
が
語
ら
れ
た
際
の
背
景
で
あ
る
。
は
じ
め
に
、「
十

七
条
御
法
語
」
の
伝
承
に
関
す
る
重
要
人
物
と
し
て
、
良
遍
の
思
想
や
人
物
像
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
当
時
の
南
都
に
お
け
る
仏
教
の
問
題
点
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
第
三
章
や
第
四
章
で
注
目
し
た
『
興

福
寺
奏
状
』
や
明
恵
の
批
判
と
「
十
七
条
御
法
語
」
と
の
対
応
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
十
七
条
中
、
十
五

条
が
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
南
都
と
の
関
係
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し

て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、
第
四
章
の
最
後
に
検
討
し
た
伝
承
不
明
の
三
つ
の
御
法
語
の
う
ち
、
結
局

「
十
七
条
⑥
」
と
「
十
七
条
⑦
」
の
二
つ
も
南
都
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
教
義
内
容
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
第
二
章
で
検
討
し
た
天
台
宗
と
の
関
係
を
加
え
、
十
七
条
中
十
六
条
が
他
宗
と
の

関
係
を
有
す
る
と
結
論
づ
け
た
。
第
二
段
階
は
信
瑞
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
内
容
が
採
用
さ
れ
た
際
の
背
景

で
あ
る
。
信
瑞
は
師
か
ら
の
「
相
伝
」
を
正
確
に
伝
え
る
た
め
、
原
本
に
手
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
そ
の

相
伝
を
も
っ
て
他
宗
か
ら
の
批
判
に
対
抗
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、「
十
七
条
御
法
語
」
は
『
明

義
進
行
集
』
等
か
ら
直
接
伝
わ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
原
本
や
口
伝
が
想
定
で
き
る
こ
と
も

確
認
し
た
。
そ
し
て
第
一
段
階
の
結
果
も
ふ
ま
え
て
、「
十
七
条
御
法
語
」
の
成
立
時
の
背
景
を
検
討
し
た
。

は
じ
め
に
「
十
七
条
御
法
語
」
の
並
び
順
に
つ
い
て
は
、
浄
土
宗
義
を
学
ぶ
者
を
対
象
に
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
他
宗
の
者
や
民
衆
に
と
っ
て
関
心
の
あ
る
内
容
が
前
半
部
に
並
び
、
徐
々
に
教
義
的
な
内
容
に

導
い
て
い
く
と
い
う
意
図
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
故
に
、
浄
土
宗
義
か
ら
み
れ
ば
珍
し
い

内
容
が
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
続
い
て
、
そ
の
対
象
者
に
関
し
て
、「
一
百
四
十
五
箇
条
問
答
」
を
例
に
、

法
然
の
御
法
語
に
は
「
Ａ
、
教
義
体
系
を
示
し
、
教
義
の
本
質
を
説
く
類
の
も
の
」
と
、「
Ｂ
、
聞
か
れ
た

か
ら
答
え
た
と
い
う
類
の
も
の
」
と
い
う
二
種
類
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
背
景
を
ふ
ま
え

ず
に
、
Ｂ
の
み
が
示
さ
れ
る
御
法
語
を
文
面
の
み
で
受
け
止
め
る
な
ら
ば
、
非
法
然
的
と
判
断
さ
れ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
こ
で
御
法
語
が
説
か
れ
た
背
景
を
確
認
す
る
重
要
性
を
指
摘
し
た
。「
十
七
条

御
法
語
」
は
Ｂ
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。
続
い
て
第
三
段
階
は
、
最
終
的
に
『
西
方
指
南
抄
』
に
採
用
さ

れ
る
際
と
、
そ
の
後
に
展
開
す
る
際
の
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
。「
十
七
条
御
法
語
」
に
か
ぎ
っ
て
み
れ

ば
、
こ
こ
に
親
鸞
に
よ
る
意
図
的
な
加
筆
や
編
集
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
原
本
が
存
在
し
、
親
鸞

は
そ
れ
を
書
写
し
た
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
た
。
し
か
し
、「
十
七
条
御
法
語
」
に
示
さ
れ
る
三
願
解
釈
や

要
門
・
弘
願
と
い
う
よ
う
な
理
解
が
親
鸞
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て

最
後
に
、
後
に
『
和
語
灯
録
』
や
『
四
十
八
巻
伝
』
へ
と
展
開
す
る
背
景
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て

き
た
よ
う
に
「
十
七
条
御
法
語
」
が
特
殊
な
背
景
の
な
か
で
成
立
し
、
伝
統
的
な
法
然
教
学
と
は
異
質
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
道
光
や
舜
昌
等
が
注
意
し
、
誤
解
を
恐
れ
て
削
除
や
改
変
を
加
え
、
問
題
の

な
い
形
で
採
用
し
た
と
推
察
さ
れ
る
と
結
論
づ
け
た
。 
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確
か
に
、「
十
七
条
御
法
語
」
は
法
然
の
詞
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
信
瑞
に
よ
る
し
っ
か
り
と
し
た
「
相
伝
」
に
よ
っ
て
、
法
然
の
思
想
が
確
実
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
完
全
な
真
撰
と
は
い
え
な
く
て
も
、
法
然
の
詞
が
伝
え
ら
れ
た
と
と
ら
え
ら
れ
る
、
こ
の
よ
う
な

種
類
の
御
法
語
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
単
に
法
然
が
対
他
宗
と
い
う
こ
と
で
述
べ
た
も
の

と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
伝
承
過
程
に
信
空
や
明
遍
等
の
多
く
の
諸
師
が
関
係
し
、
信
瑞

に
よ
っ
て
相
伝
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
ま
た
何
者
か
の
批
判
に
対
す
る
た
め
に
、
『
選
択
集
』

等
と
は
異
な
る
内
容
が
説
か
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
筆
者

は
、
法
然
の
御
法
語
に
、
教
義
の
本
質
を
説
く
も
の
と
、
聞
か
れ
た
か
ら
答
え
た
と
い
う
二
種
類
の
説
き

方
が
あ
る
と
指
摘
し
、
質
的
に
は
異
な
る
が
、
両
者
と
も
法
然
の
詞
と
し
て
受
け
と
め
て
も
よ
い
も
の
で

あ
る
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
よ
う
な
背
景
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
内
容
の
み
で
真
偽
を
判
断
し

て
き
た
こ
れ
ま
で
の
御
法
語
研
究
に
は
問
題
が
あ
り
、「
十
七
条
御
法
語
」
は
法
然
の
思
想
が
伝
え
ら
れ
た

遺
文
と
し
て
受
け
取
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
い
。
法
然
の
思
想
を
正
確
に
と
ら
え
る
た
め

に
偽
撰
と
判
断
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
し
っ
か
り
と
背
景
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
法
然
の

思
想
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
が
い
え
る
な
ら
ば
、
法
然
御
法
語
研
究
、
法
然
研
究
の
幅

が
大
き
く
広
が
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。 
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