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本
論
で
は
、
日
本
密
教
全
体
を
概
観
す
る
視
点
に
立
脚
し
て
、
院
政
期
東
密
諸
学
匠
の
著
作
を
詳
細
に

検
討
し
、
東
密
の
教
学
的
展
開
・
形
成
を
把
捉
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
そ
も
そ
も
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
密

教
研
究
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
東
密
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
過
言
は
無
く
、
そ
の
研
究
業
績

も
東
密
系
研
究
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
に
あ
っ
て
、
台
密
の
研
究

は
い
わ
ば
東
密
研
究
に
付
随
し
て
行
わ
れ
、
台
密
を
個
別
に
扱
う
研
究
は
、
東
密
系
研
究
者
の
中
に
は
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
天
台
系
研
究
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
が
実
態
で
あ
る
。
日
本
密
教
研
究
が
東

密
主
体
で
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
密
教
専
一
の
東
密
に
対
し
、
天
台
教
学
な
ど
の
複
数
の
要
素
が
組
み

込
ま
れ
て
形
成
さ
れ
た
台
密
の
教
説
が
「
顕
網
の
執
見
」
と
評
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
と
い
え
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
東
台
両
密
を
研
究
範
囲
と
し
て
、
総
合
的
に
日
本
密
教
を
論
じ
た
研
究
は
殆
ど
見
ら
れ
な

い
の
が
実
状
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
従
来
の
態
度
は
、
宗
学
的
知
見
に
立
っ
て
東
密
・
台
密
を
論
じ

る
際
に
お
い
て
は
有
益
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
密
教
を
総
合
的
に
論
じ
る
際
に
は
不
十
分
な
も
の
で

あ
る
。 

そ
こ
で
本
論
は
、
平
安
期
に
お
け
る
即
身
成
仏
・
教
主
論
・
非
情
成
仏
と
い
う
問
題
に
対
し
、
東
台
両

密
に
お
い
て
如
何
な
る
教
学
的
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
問
題
と
し
た
が
、
こ
れ
を
論
ず
る
に
当
た

っ
て
は
、
常
に
日
本
密
教
全
体
を
概
観
す
る
よ
う
心
が
け
た
。 

但
し
こ
れ
ら
の
問
題
の
み
で
は
、
題
目
の
「
平
安
期
東
台
両
密
に
お
け
る
教
学
的
交
渉
」
の
全
て
を
論

ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
実
、
事
相
の
面
に
お
い
て
は
、
慈
慧
大
師
良
源
が
淳
祐
の
弟
子
で
あ
り
、
ま

た
元
杲
と
良
源
と
は
兄
弟
弟
子
の
間
柄
で
あ
っ
て
親
し
く
交
流
し
て
い
る
１

。
更
に
宣
淳
が
『
明
矢
石
論
』

に
お
い
て
、
済
暹
『
疑
難
決
断
抄
』
を
批
判
す
る
２

な
ど
、
本
論
に
お
い
て
論
ず
る
以
外
に
も
、
東
密
・
台

密
は
互
相
に
交
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
題
目
に
お
い
て
論
述
す
べ
き
こ
と
は
多
々

あ
る
も
の
の
、
本
論
で
は
特
に
、
空
海
教
学
の
影
響
を
受
け
る
面
を
有
し
つ
つ
、
東
密
に
対
し
て
最
も
大

き
な
影
響
を
与
え
続
け
た
安
然
教
学
の
、
東
密
に
お
け
る
受
容
と
展
開
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
こ

と
と
し
た
。
以
下
、
各
部
各
章
に
お
い
て
論
じ
た
こ
と
を
概
括
的
に
示
し
て
お
き
た
い
。 

 

 

ま
ず
第
一
部
「
初
期
日
本
天
台
に
お
け
る
即
身
成
仏
思
想
の
展
開
」
で
は
、
日
本
天
台
に
お
け
る
即
身

成
仏
思
想
が
、
安
然
に
至
る
ま
で
に
如
何
に
展
開
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
。
天
台
の
即
身
成
仏

思
想
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
最
澄
～
円
仁
～
安
然
と
い
う
天
台
内
部
に
お
け
る
展
開
に
目
が
向
け
ら
れ
が

ち
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
検
討
は
既
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

こ
で
本
論
文
に
お
い
て
は
、
従
来
の
研
究
を
十
分
に
注
視
し
な
が
ら
も
、「
他
宗
批
判
」
と
い
う
独
自
の
視

点
を
用
い
て
論
述
す
る
こ
と
と
し
た
。 

第
一
章
で
は
、
『
真
言
宗
未
決
文
』「
即
身
成
仏
疑
」
に
、
天
台
へ
対
す
る
批
判
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
注
目
し
、
こ
の
『
真
言
宗
未
決
文
』「
即
身
成
仏
疑
」
が
、
初
期
日
本
天
台
諸
師
の
教
説
に
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
詳
述
し
た
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、『
菩
提
心
論
』
と
『
釈
摩
訶
衍
論
』
が
共

に
竜
樹
造
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
釈
摩
訶
衍
論
』（
実
際
に
は
『
大
乗
起
信
論
』
の
文
）
で
は
「
三

劫
成
仏
」、
『
菩
提
心
論
』
で
は
「
即
身
成
仏
」
が
説
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
即
身
成
仏
を
標

榜
す
る
日
本
天
台
に
と
っ
て
、
三
劫
成
仏
の
証
文
は
会
通
せ
ね
ば
な
ら
な
い
喫
緊
の
課
題
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
円
澄
は
唐
へ
と
疑
問
を
提
出
し
て
解
決
を
図
ろ
う
と
し
、
ま
た
安
然
は
、『
大

乗
起
信
論
』（
『
釈
摩
訶
衍
論
』
）
の
三
劫
成
仏
は
別
教
の
立
場
で
あ
り
、
更
に
『
大
智
度
論
』
も
用
い
て
、

『
大
智
度
論
』
と
『
菩
提
心
論
』
と
の
教
説
に
相
違
が
無
い
こ
と
を
主
張
し
、「
竜
樹
の
教
説
の
相
違
」
と

い
う
『
真
言
宗
未
決
文
』
の
難
を
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
菩
提
心
論
』
に
「
唯
真
言
中
即
身
成
仏
」
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と
あ
る
こ
と
も
、
円
密
一
致
を
説
く
天
台
に
と
っ
て
は
問
題
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
最
澄
・
円
仁
が
即

身
成
仏
の
証
文
と
し
て
『
菩
提
心
論
』
を
用
い
な
い
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
文
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
更
に
こ
の
文
に
対
し
て
は
、
安
然
が
「
仏
は
即
身
成
仏
を
説
い
た
が
、
伝

法
の
聖
者
が
闕
し
て
書
か
な
か
っ
た
」
と
釈
し
て
解
決
を
図
っ
て
い
る
。
こ
の
釈
は
、
後
の
天
台
学
匠
の

み
な
ら
ず
、
東
密
の
学
匠
に
も
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
り
、
安
然
教
学
が
東
密
学
匠
の
教
説
の
根
拠
と
な

っ
て
い
る
そ
の
一
端
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
。 

第
二
章
で
は
、『
天
台
宗
未
決
義
』
に
お
け
る
即
身
成
仏
へ
の
批
判
に
対
し
、
安
慧
が
『
愍
諭
弁
惑
章
』

を
撰
述
し
て
難
を
退
け
、
ま
た
天
台
の
即
身
成
仏
思
想
を
発
展
さ
せ
た
初
期
日
本
天
台
の
重
要
人
物
で
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
天
台
教
学
と
密
教
と
を
融
合
（
円
密
一
致
）
さ
せ
た
『
金
剛
頂
経
疏
』・
『
蘇

悉
地
経
疏
』
に
比
べ
れ
ば
、
安
慧
の
即
身
成
仏
思
想
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
は
、
円
仁

の
教
説
を
根
拠
と
し
て
生
身
の
捨
・
不
捨
と
い
っ
た
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
実
に
は
安
慧
が
、
円

仁
帰
朝
時
に
は
既
に
生
身
の
捨
・
不
捨
を
問
題
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
更
に
、
最
澄
が
即
身
成
仏
を
論

ず
る
う
え
で
は
用
い
な
か
っ
た
『
大
日
経
』
・『
菩
提
心
論
』
を
、
即
身
成
仏
の
証
文
と
し
て
取
り
入
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
安
慧
は
、
天
台
の
即
身
成
仏
思
想
に
密
教
義
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
最
初

期
の
学
匠
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
安
慧
の
教
説
が
、
円
仁
の
『
金
剛
頂
経
疏
』
や
『
蘇
悉
地
経
疏
』

に
よ
っ
て
展
開
し
、
天
台
教
学
と
密
教
と
が
融
合
さ
れ
た
即
身
成
仏
思
想
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で

あ
る
。 

第
三
章
で
は
、
安
然
の
即
身
成
仏
思
想
が
、『
即
身
成
仏
義
』
や
、
従
来
空
海
撰
述
と
考
え
ら
れ
て
き
た

『
四
種
曼
荼
羅
義
』・
異
本
『
即
身
成
仏
義
』
の
教
説
を
受
容
・
批
判
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
論
述
し

た
。
ま
た
安
然
の
引
用
を
検
討
し
た
結
果
、
現
存
し
な
い
『
即
身
成
仏
義
』
や
『
四
種
曼
荼
羅
義
』
が
安

然
在
世
時
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
こ
の
安
然
の
態
度
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、

空
海
や
、
従
来
空
海
と
見
做
さ
れ
て
い
た
教
説
を
受
容
・
批
判
す
る
に
し
ろ
、
安
然
が
自
身
の
教
学
を
形

成
す
る
過
程
に
お
い
て
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
従
来

『
四
種
曼
荼
羅
義
』
や
異
本
『
即
身
義
』
は
、
そ
れ
が
空
海
撰
述
で
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
重
要
著
作

と
し
て
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
嫌
い
が
あ
る
が
、
安
然
の
教
説
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
実
に
は
平
安
初

期
の
段
階
に
お
い
て
、
既
に
こ
れ
ら
の
著
作
に
対
す
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

日
本
密
教
の
発
展
を
理
解
す
る
う
え
で
、
そ
の
最
初
期
を
支
え
る
重
要
著
作
と
し
て
『
四
種
曼
荼
羅
義
』

や
異
本
『
即
身
義
』
が
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
空
海
や
空
海
撰
述
と
さ
れ
て
き
た
著
作
は
、
日
本
天
台
が
円
密
一
致
を
標
榜
す
る
に
お
い

て
超
克
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
十
分
に
参
酌
す
べ
き
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
空

海
が
帰
朝
以
後
よ
り
重
要
書
と
し
て
重
ん
じ
て
い
た
『
菩
提
心
論
』
は
、
日
本
天
台
で
は
当
初
問
題
と
さ

れ
て
い
た
が
、
そ
の
問
題
を
安
慧
や
円
珍
と
い
っ
た
学
匠
が
解
決
せ
ん
と
心
血
を
注
い
だ
こ
と
に
よ
り
、

む
し
ろ
『
菩
提
心
義
抄
』
等
に
お
い
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
重
要
書
と
し
て
認
識
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

第
二
部
「
『
大
日
経
』
の
教
主
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
～
教
主
義
成
立
に
至
る
過
程
～
」
で
は
、
東
密

諸
学
匠
が
安
然
の
教
主
論
に
対
し
て
如
何
な
る
対
応
を
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
。
そ
こ

で
第
一
章
に
お
い
て
、
安
然
の
教
主
論
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
第
二
章
以
下
に
お
い
て
、
そ
の
教

主
論
に
対
し
、
院
政
期
東
密
諸
学
匠
が
自
身
の
教
主
論
を
構
築
す
る
う
え
で
、
安
然
の
教
説
に
如
何
な
る

対
応
を
み
せ
た
の
か
、
諸
師
の
教
説
を
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
し
た
。
尚
、「
教
主
義
成
立
に
至
る
過
程
」
と
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い
う
副
題
を
設
け
た
が
、
教
主
義
は
、『
大
日
経
』
の
教
主
た
る
大
日
如
来
が
ど
の
よ
う
な
尊
格
で
あ
る
の

か
を
議
論
す
る
も
の
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
副
題
を
付
す
る
必
要
が
無
い
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
「
教
主
義
」
と
い
う
語
は
、
鎌
倉
期
の
道
範
・
頼
瑜
頃
よ
り
起
こ
っ
た
、
本
地
身
説
・
加

持
身
説
の
い
ず
れ
を
主
張
す
る
か
と
い
う
議
論
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
以
前
に
お
い
て
は
、
同
様
に
『
大
日
経
』
の
教
主
を
論
ず
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
教
主
義
」
で
あ
る

と
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
事
実
、『
大
日
経
』
の
教
主
を
論
ず
る
際
に
「
教
主
義
」
と
い

う
語
を
用
い
た
の
は
、
道
範
３

・
頼
瑜
４

辺
り
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
第
二
部
は
、『
大
日
経
』
の
教

主
に
対
し
諸
師
が
如
何
な
る
教
説
を
打
ち
立
て
た
の
か
と
い
う
問
題
を
論
じ
て
い
る
が
、
頼
瑜
以
前
の
学

匠
が
『
大
日
経
』
の
教
主
を
論
ず
る
問
題
を
「
教
主
論
」、
頼
瑜
が
『
大
日
経
』
の
教
主
を
論
ず
る
問
題
を

「
教
主
義
」
と
し
て
、
用
い
る
語
を
区
別
す
る
こ
と
と
し
た
。 

さ
て
、
安
然
は
、『
大
日
経
義
釈
』
の
文
に
よ
っ
て
四
身
を
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
て
解
釈
す
る
一
方
で
、「
四

身
互
具
四
身
説
」
を
提
唱
し
、
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
て
解
釈
さ
れ
た
仏
身
が
、
実
に
は
法
身
大
日
如
来
と
一

体
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
衆
生
は
一
身
（
法
身
大
日
如
来
）
に
即
し
て
他
の
三
身
の
説
法
を
聞
く
こ
と
が

で
き
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
安
然
は
、
そ
も
そ
も
教
主
を
一
身
に
限
る
教
説
を
立
て
な
い

の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
仏
身
が
教
主
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
安
然
の
解
釈
は
、
後
世
の

学
匠
が
安
然
の
教
主
論
を
様
々
に
論
じ
る
原
因
の
一
つ
と
な
る
の
で
あ
る
。 

第
二
章
で
は
、
東
密
の
教
学
研
究
の
先
駆
者
た
る
済
暹
の
教
主
論
が
、
安
然
の
「
能
加
持
身
」
・「
所
加

持
身
」
と
い
う
教
説
を
摂
取
し
た
う
え
で
、
本
地
法
身
を
自
性
法
身
、
加
持
身
を
自
性
・
自
受
用
身
（
自

性
法
身
）
と
説
き
、『
大
日
経
』
の
教
主
が
自
性
・
自
受
用
身
を
含
め
た
自
性
法
身
で
あ
り
、
ま
た
自
性
法

身
を
理
法
身
、
自
性
・
自
受
用
身
を
智
法
身
と
し
、
こ
れ
が
無
二
無
別
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
こ
と
を
明

か
し
た
。
一
方
、
四
種
法
身
を
論
ず
る
際
に
は
、
済
暹
は
安
然
の
説
を
空
海
よ
り
も
下
位
に
置
き
、
更
に

密
教
専
一
の
空
海
と
円
密
一
致
を
標
榜
す
る
安
然
と
で
は
立
場
が
異
な
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘

し
た
。
し
か
し
、
空
海
よ
り
下
位
に
お
い
た
安
然
の
教
説
を
、
安
然
や
そ
の
著
作
名
を
明
記
せ
ず
に
東
密

の
立
場
を
表
明
す
る
根
拠
と
し
て
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
済
暹
の
教
説
は
、
空
海
教
学
を
基
盤
と
し
つ

つ
も
、
安
然
教
学
か
ら
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

第
三
章
で
は
、
信
証
の
教
主
論
が
、
安
然
の
四
身
互
具
四
身
説
や
、「
能
加
持
身
」・「
所
加
持
身
」
と
い

う
教
説
の
影
響
を
受
け
た
う
え
で
、
四
身
を
平
等
・
差
別
の
立
場
よ
り
解
釈
し
て
自
利
・
利
他
を
論
じ
、

こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
自
性
身
毘
盧
遮
那
秘
密
加
持
で
あ
る
と
し
て
、
自
性
身
を
『
大
日
経
』
の
教
主
で
あ

る
と
判
じ
て
い
る
こ
と
を
明
か
し
た
。
ま
た
、
安
然
説
を
摂
取
し
て
持
論
を
展
開
す
る
も
の
の
、
安
然
が

円
密
一
致
を
標
榜
す
る
立
場
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
安
然
の
教
説
は
「
自
性
身
の
説
法
は
不
説
の
説
」

で
あ
り
、
自
受
用
身
を
教
主
と
し
て
い
る
と
し
て
、
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。
更
に
、

信
証
の
「
内
証
の
境
界
た
る
自
性
会
に
因
位
の
人
無
し
」
と
判
ず
る
教
説
が
、
後
の
新
義
派
の
主
張
す
る

教
義
の
基
盤
と
な
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
検
証
し
た
。 

第
四
章
で
は
、
覚
鑁
が
四
種
法
身
の
上
位
に
法
界
身
（
六
大
法
身
）
を
立
て
、
こ
の
法
界
身
を
四
身
の

総
体
で
あ
る
と
し
て
諸
尊
を
一
元
化
さ
せ
て
、
こ
れ
を
『
大
日
経
』
の
教
主
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。
ま
た
そ
の
教
説
の
構
築
に
、
安
然
の
四
身
互
具
四
身
説
、
四
一
教
判
、「
能
加
持
身
」・「
所
加
持
身
」

と
い
う
教
説
か
ら
の
影
響
が
多
分
に
み
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。 

第
五
章
で
は
、
実
範
が
四
種
法
身
を
曼
荼
羅
諸
尊
で
あ
る
と
し
、
そ
の
総
体
と
し
て
の
一
法
門
身
（
本

地
自
性
身
）
を
立
て
て
、
そ
の
本
地
自
性
身
を
『
大
日
経
』
の
教
主
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
、
実
範
が
安
然
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し
た
。
実
範
は
、
安
然
が
中
台
毘
盧
遮
那
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能
加
持
身
と
天
台
の
無
相
法
身
と
が
同
体
で
あ
る
と
説
い
た
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
安

然
は
自
所
有
の
三
身
の
説
法
を
も
っ
て
共
に
自
性
身
の
説
法
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
自
性
身
が
自
ら
直

ち
に
説
法
す
る
の
で
は
な
い
と
判
じ
て
い
る
。
ま
た
、
安
然
が
「『
大
日
経
』
は
自
受
用
身
の
説
」
と
説
い

た
こ
と
、
す
な
わ
ち
安
然
が
、『
大
日
経
疏
』
の
「
そ
の
所
住
所
を
仏
受
用
身
と
名
づ
く
」
の
「
仏
受
用
身
」

を
自
受
用
身
で
あ
る
と
取
り
、
他
受
用
身
と
自
受
用
身
と
を
別
体
と
し
た
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
、
実
範
は
四
身
互
具
四
身
説
を
用
い
て
、
自
受
用
身
中
に
他
受
用
身
も
あ
る
と
説
き
、
安
然
を

批
判
す
る
が
、
安
然
の
提
唱
し
た
四
身
互
具
四
身
説
を
用
い
て
安
然
を
批
判
す
る
と
い
う
無
理
が
生
じ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
。 

第
六
章
で
は
、
重
誉
の
教
主
論
が
他
の
東
密
学
匠
と
は
異
な
り
、
他
受
用
身
を
『
大
日
経
』
の
教
主
と

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
重
誉
は
、
十
地
以
下
の
機
根
に
内
証
を
知
ら
し
め
ん
が
た
め
に
、

自
性
身
と
平
等
で
あ
る
他
受
用
身
が
内
証
を
説
く
と
判
じ
て
い
る
。
こ
の
他
受
用
身
教
主
説
の
特
徴
は
、

従
来
、
方
便
を
説
く
と
さ
れ
て
き
た
他
受
用
身
が
、
自
性
身
と
平
等
で
あ
り
、
尚
且
つ
内
証
を
説
く
と
し

た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
重
誉
の
面
目
は
、
他
受
用
身
と
自
性
身
と
を
平
等
・
無
二
無
別
と
す
る
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
を
安
然
の
四
身
互
具
四
身
説
や
、『
大
日
経
義
釈
演
密
鈔
』
の
教
説
に
基
づ
い
て
論
じ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
他
宗
の
教
説
を
重
ん
じ
た
こ
と
に
よ
り
、
重
誉
の
教
説
が
後
の
東
密
学
匠
の
批
判
対

象
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
検
証
し
た
。
こ
こ
で
検
証
し
た
頼
瑜
・
杲
宝
・
聖
憲
・
宥
快
の
中
、
頼
瑜

は
重
誉
の
教
説
を
他
受
用
身
説
と
判
ず
る
一
方
、
自
性
身
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
他
受
用
身
が
内
証
を
説
く

と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
自
性
身
内
で
の
説
法
を
示
す
解
釈
で
あ
り
、
頼
瑜
が
自
性
身
中
の
加
持
身
説

を
提
唱
す
る
う
え
で
、
重
誉
の
教
説
を
自
身
に
有
益
に
な
る
よ
う
に
解
釈
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指

摘
も
行
っ
た
。 

第
七
章
で
は
、
前
章
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
各
学
匠
の
教
主
論
を
、
①
『
大
日
経
』
の
教
主
、
②
安
然

説
の
受
容
、
③
安
然
説
の
批
判
、
の
三
点
よ
り
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
匠
の
教
説
の
類
似
点
・
相
違
点

を
明
確
に
し
た
。
こ
の
検
証
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
鎌
倉
期
以
降
の
論
義
に
て
問
題
と
な

る
、『
大
日
経
』
の
教
主
が
本
地
身
で
あ
る
か
、
加
持
身
で
あ
る
か
と
い
う
議
論
が
、
院
政
期
東
密
学
匠
に

は
み
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
代
の
諸
学
匠
は
、
流
派
や
学
派
と
い
っ
た
制
約
に
捉

わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
闊
達
に
自
身
の
教
説
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
い
っ
た
風
潮

が
あ
っ
て
こ
そ
、
覚
鑁
や
実
範
が
、
五
種
の
仏
身
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
と
推
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
安
然
の
教
説
に
対
す
る
諸
師
の
見
解
を
検
証
し
て
見
え
て
き
た
こ
と
は
、
東
密
諸
学
匠
が
、
安

然
の
教
説
を
批
判
す
る
と
同
時
に
受
容
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
安
然
の
教
説
は
密
教
と
天
台
教
学
と
を

融
合
さ
せ
た
円
密
一
致
の
思
想
に
基
づ
く
た
め
、
東
密
学
匠
の
恰
好
の
批
判
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

安
然
の
提
唱
し
た
四
一
教
判
や
「
能
加
持
身
」・
「
所
加
持
身
」
の
語
、
ま
た
四
身
互
具
四
身
説
と
い
っ
た

教
説
は
、
そ
れ
が
安
然
の
発
信
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
問
題
と
す
る
以
上
に
、『
大
日
経
』
の
教
主
を
論

ず
る
う
え
で
非
常
に
有
益
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
殆
ど
の
学
匠
が
安
然
の
教
説
を
受
容
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
安
然
教
学
が
既
に
東
密
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
も
伺
え
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
重
誉

の
教
説
が
、
あ
ま
り
安
然
説
に
依
ら
ず
、
ま
た
唯
一
他
受
用
身
教
主
説
を
立
て
た
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ

と
が
改
め
て
浮
き
彫
り
と
な
る
の
で
あ
る
。 

第
八
章
で
は
、
頼
瑜
の
「
自
性
身
中
の
加
持
身
説
」
と
い
う
画
期
的
な
教
主
義
が
、
安
然
の
教
説
や
院

政
期
諸
学
匠
の
教
説
を
咀
嚼
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
を
論
じ
た
。
頼
瑜
は
、
安
然
が
提
唱
し
た
「
能
加

持
身
」
・「
所
加
持
身
」
と
い
う
仏
身
を
、
済
暹
・
信
証
・
覚
鑁
等
と
同
様
に
参
酌
し
て
い
る
。
ま
た
そ
れ

だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
頼
瑜
は
、
東
密
先
師
達
の
、「
能
加
持
身
」・「
所
加
持
身
」
と
い
う
仏
身
を
用
い
た
記
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述
す
ら
も
大
い
に
利
用
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
先
師
の
教
説
を
咀
嚼
し
て
、
能
加
持
身
に
自
利

の
面
が
、
所
加
持
身
に
利
他
の
面
が
あ
る
と
し
、
ま
た
四
種
身
各
々
に
能
加
持
身
（
自
利
）・
所
加
持
身
（
利

他
）
が
備
わ
っ
て
い
る
と
提
唱
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
性
身
中
に
も
能
加
持
身
・
所
加
持
身
た
る
尊

格
の
存
在
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
自
性
身
の
中
に
利
他
の
面
を
有
す
る
仏
身
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
自
性
身
中
の
加
持
身
説
た
る
教
主
義
を
創
唱
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
院
政
期
東
密
学
匠
の
教
学
構
築
に
は
、
安
然
の
教
説
か
ら
の
影
響
が
十
分
に
み
ら
れ
、

ま
た
、
そ
れ
を
各
学
匠
が
様
々
に
解
釈
し
て
、
自
身
の
教
主
論
を
学
派
や
学
風
に
捉
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

自
由
闊
達
に
提
唱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
経
緯
を
受
け
、
頼
瑜
は
、
安
然
の
教
説
の
み
な
ら
ず
、

安
然
の
教
説
を
受
容
し
た
東
密
学
匠
の
教
主
論
を
も
摂
取
し
て
、
従
来
唱
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
自

性
身
中
の
加
持
身
説
た
る
教
主
義
を
創
唱
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。 

 

第
三
部
「
非
情
成
仏
に
お
け
る
問
題
」
で
は
、
日
本
に
お
い
て
安
然
が
非
情
成
仏
を
積
極
的
に
論
じ
た

初
め
て
の
学
匠
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
教
説
が
東
密
諸
学
匠
の
非
情
成
仏
論
に
如
何
な
る
影
響
を

与
え
た
の
か
を
論
じ
た
。
尚
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
「
成
仏
論
」
と
い
う
広
範
な
問
題
を
扱
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
既
述
の
通
り
、
日
本
に
お
い
て
安
然
が
非
情
成
仏
を
積
極
的
に
論
じ
た
初
め
て
の
学
匠
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
教
説
は
、
日
本
に
お
け
る
非
情
成
仏
論
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
、
そ
の
安
然
の
非
情
成

仏
論
に
対
す
る
東
密
学
匠
の
態
度
が
、
実
範
・
重
誉
と
頼
瑜
と
で
は
明
確
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
成
仏
論
の
う
ち
、
特
に
非
情
成
仏
に
関
す
る
問
題
を
扱
い
、
安
然
と
東
密
諸
学
匠

の
教
説
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
。 

第
一
章
で
は
、『
斟
定
草
木
成
仏
私
記
』・『
菩
提
心
義
抄
』
の
教
説
を
精
査
し
、
安
然
が
従
来
唱
え
ら
れ

て
い
た
「
有
情
の
成
仏
に
随
っ
て
非
情
も
成
仏
す
る
」
と
い
う
説
を
批
判
し
、
非
情
独
一
で
の
発
心
・
成

仏
論
を
主
張
し
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
安
然
の
教
説
の
特
徴
は
、
非
情
が
「
発
心
し
て
修
行
す
る
」

こ
と
を
明
確
に
表
明
し
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
「
非
情
が
発
心
・
修
行
し
て
成
仏
す
る
」
と
い
う
問
題
は
、

日
本
に
お
い
て
非
情
成
仏
を
論
ず
る
際
の
中
心
命
題
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
更
に
安
然
は
『
菩
提
心

義
抄
』
に
お
い
て
、
密
教
的
要
素
を
組
み
込
ん
で
非
情
成
仏
を
論
じ
て
い
く
が
、
そ
の
根
拠
と
な
る
の
が

四
一
教
判
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
安
然
教
学
の
根
底
に
あ
る
「
万
物
の
真
如
へ
の
統
合
」
と
い
う
思
想
に

基
づ
き
、「
一
切
処
に
遍
満
す
る
す
べ
て
の
有
情
・
非
情
が
真
如
の
変
化
し
た
姿
で
あ
り
、
そ
の
真
如
の
変

作
た
る
有
情
・
非
情
は
平
等
で
あ
る
た
め
、
発
心
し
修
行
し
て
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
安
然

の
非
情
成
仏
論
が
提
唱
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

第
二
章
で
は
、
実
範
・
重
誉
の
非
情
成
仏
論
が
、
空
海
『
即
身
成
仏
義
』
・『
声
字
実
相
義
』
に
よ
っ
て

説
か
れ
る
色
心
不
二
の
思
想
に
よ
り
、
有
情
と
非
情
と
の
平
等
性
を
強
調
し
て
、「
非
情
が
有
情
と
同
様
に

発
心
・
修
行
し
て
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
説
く
こ
と
を
具
体
的
に
論
証
し
た
。
特
に
重
誉
は
、『
即

身
成
仏
義
』
に
説
か
れ
る
「
六
大
・
四
曼
・
三
密
」
の
教
説
を
網
羅
的
に
用
い
て
、
非
情
が
発
心
・
修
行

し
て
成
仏
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
よ
う
に
重
誉
は
、
非
情
成
仏
を
論
ず
る
際
に
は
密
教
的
で
あ
り
な
が

ら
、『
大
日
経
』
の
教
主
を
扱
う
際
は
、
他
受
用
身
説
を
支
持
す
る
な
ど
顕
教
的
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
院
政
期
東
密
学
匠
の
中
で
と
り
わ
け
特
殊
な
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
る
の

で
あ
る
。 

ま
た
実
範
・
重
誉
の
教
説
は
、
結
論
的
に
は
安
然
同
様
に
「
非
情
が
発
心
・
修
行
し
て
成
仏
す
る
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
安
然
は
真
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如
の
遍
在
性
を
重
視
す
る
一
方
、
実
範
・
重
誉
は
色
心
不
二
と
い
う
六
大
縁
起
説
の
立
場
よ
り
論
じ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
大
日
経
』
の
教
主
を
問
題
と
す
る
時
と
は
異
な
り
、
特
に
安
然

の
教
説
を
批
判
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
触
れ
る
こ
と
す
ら
な
く
、
自
身
の
非
情
成
仏
論
を
提
示
し
て
い
る

こ
と
も
指
摘
し
た
。 

第
三
章
で
は
、
頼
瑜
の
著
作
中
に
説
か
れ
る
非
情
成
仏
説
を
精
査
し
た
結
果
、『
即
身
義
愚
草
』
に
お
け

る
非
情
成
仏
の
論
義
の
み
、
安
然
説
を
完
全
に
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
頼
瑜
の
非
情

成
仏
説
は
、
非
情
が
独
一
で
発
心
・
修
行
し
て
成
仏
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
実
範
・
重
誉
等
と
同
様
、

空
海
の
教
説
を
根
拠
と
し
て
醸
成
さ
れ
た
教
説
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
実
範
や
重
誉
は
、
非
情
が
独

一
で
発
心
・
修
行
す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
有
情
の
所
依
と
し
て
非
情
も
成
仏
す
る
こ
と
（
有
情
が

発
心
・
修
行
し
て
成
仏
す
る
の
だ
か
ら
、
非
情
も
発
心
・
修
行
し
て
成
仏
す
る
）
に
論
の
主
眼
を
置
い
て

い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
即
身
義
愚
草
』
に
は
、「
有
情
の
所
依
と
し
て
の
非
情
」
と
い
う
思
想
は
見
ら
れ

ず
、
む
し
ろ
非
情
が
独
一
で
発
心
し
て
修
行
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
論
じ
た
安
然
の
主
張
に
拠
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
安
然
説
を
支
持
す
る
教
説
が
、『
即
身
成
仏
義
顕
得
鈔
』・『
真
俗
雑
記
問
答
鈔
』
に
は

見
ら
れ
ず
、
実
範
や
重
誉
の
教
説
に
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
指
摘
し
、『
即
身
義
愚
草
』
に
説
か
れ
る
非
情

成
仏
説
が
東
密
の
教
説
と
し
て
も
特
殊
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。 

尚
、
本
論
は
「
平
安
期
東
台
両
密
の
教
学
的
交
渉
」
と
い
う
題
目
の
中
、
第
二
部
第
八
章
、
並
び
に
第

三
部
第
三
章
に
お
い
て
、
鎌
倉
期
の
頼
瑜
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
こ
れ
は
現
在
に
繋
が
る
「
伝
統
宗
学
」

を
完
成
さ
せ
た
鎌
倉
期
の
東
密
教
学
が
、
そ
れ
以
前
の
平
安
期
の
東
密
教
学
か
ら
展
開
し
て
い
く
過
程
の

一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
特
に
第
二
部
で
は
、
新
義
真
言
の
「
自
性
身
中
の
加
持

身
説
」
た
る
教
主
義
が
如
何
に
し
て
提
唱
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
、
と
い
う
新
義
古
義
別
立
に
ま
で
関
わ

る
問
題
に
、
平
安
期
東
密
学
匠
の
教
説
が
如
何
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
頼
瑜
を
扱
っ
た
二
つ
の
章
に
関
し
て
は
、
本
論
の
付
論
的
な
役
割
で
は

あ
る
が
、
今
後
の
研
究
課
題
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
も
意
図
し
て
、
敢
え
て
論
じ
た
次
第
で
あ
る
。 

  

以
上
の
よ
う
に
、
密
教
義
を
導
入
す
る
最
初
期
の
日
本
天
台
に
と
っ
て
、
空
海
や
空
海
撰
述
と
見
做
さ

れ
て
き
た
教
説
は
、
超
克
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
摂
取
す
べ
き
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
安
然
が
台
密
を
大
成
す
る
と
そ
の
立
場
は
逆
転
し
、
東
密
諸
学
匠
が
台
密
教
学
の
超
克
を
目
的

と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
安
然
の
教
説
を
受
容
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
東

密
・
台
密
諸
学
匠
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
学
を
発
展
さ
せ
る
に
当
り
、
相
互
に
批
判
し
て
超
克
を
試
み
つ
つ
、

そ
の
過
程
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
教
説
を
受
容
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
為
が
繰
り
返
さ
れ
る

中
で
、
次
第
に
東
密
独
自
の
教
学
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
密
教
の
展
開

を
考
え
る
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
東
台
両
密
を
概
観
す
る
総
合
的
な
視
点
が
常
に
求
め
ら
れ
る
の
で

あ
り
、
こ
の
視
点
が
欠
落
し
て
い
て
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。 

本
論
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本
密
教
を
概
観
す
る
視
点
を
保
つ
よ
う
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
即
身
成
仏
・

教
主
論
・
非
情
成
仏
と
い
う
個
別
的
な
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
。
し
か
し
、
日
本
密
教
の
全
体
像
が
本
論

の
み
で
明
ら
か
に
な
る
事
は
あ
り
え
ず
、
不
足
し
て
い
る
点
が
多
々
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
日
本
密
教
を
概
観
す
る
研
究
が
重
要
で
あ
る
こ
と
と
同
時
に
、
一
つ
の
問
題
に
つ
い
て
深
く
掘

り
下
げ
て
具
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
も
、
ま
た
必
要
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
論
の
特
徴

は
、
従
来
の
宗
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
東
密
・
台
密
を
別
個
に
論
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
日
本
密
教
と
い

う
大
き
な
枠
組
み
に
お
い
て
、
そ
の
中
の
即
身
成
仏
・
教
主
論
・
非
情
成
仏
と
い
う
問
題
を
詳
述
し
た
点
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に
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
個
別
の
問
題
の
研
究
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
日
本
密
教

の
全
体
像
が
明
確
に
な
る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。 

  

１ 

『
密
宗
血
脈
章
』
巻
中
（
続
真
全
二
五
・
二
九
九
頁
下
～
三
〇
一
頁
上
）
、『
続
伝
灯
広
録
』
巻
三
（
続

真
全
三
三
・
三
五
八
頁
下
）、
『
天
台
霞
標
』
二
編
巻
之
三
（
仏
全
一
二
五
・
一
八
七
頁
上
～
一
八
八
頁

下
）
。
良
源
と
淳
祐
・
元
杲
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
平
林
盛
得
『
人
物
叢
書 

良
源
』
四
〇
頁
～
四
一

頁
（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
七
六
）、
鍵
和
田
聖
子
『
東
密
と
台
密
の
相
互
影
響
か
ら
見
た
受
容
と
研
鑽
の

展
開
』
二
一
四
頁
～
二
一
七
頁
（
博
士
論
文
（
龍
谷
大
学
）
、
甲
第
一
七
六
号
・
二
〇
一
四
）、
大
久
保

良
峻
編
『
天
台
学
探
尋
』
七
八
頁
～
七
九
頁
（
法
蔵
館
・
二
〇
一
四
）
等
、
参
照
。 

２ 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
坂
本
圭
司
「「
明
矢
石
論
」
に
お
け
る
眞
言
批
判
の
限
界
に
つ
い
て
」（
『
天
台

学
報
』
二
九
・
一
九
八
六
）
等
、
参
照
。 

３ 

『
貞
応
抄
』
巻
上
（
大
正
七
七
・
六
九
九
頁
下
）「
疏
釈
料
簡
如
二

二
教
論
抄
一

。
高
野
古
来
教
主
義
如
二

疏
抄
一

。」 

４ 

『
大
日
経
疏
指
心
鈔
』
巻
二
（
大
正
五
九
・
五
九
四
頁
中
～
下
）「
或
又
台
蔵
中
台
加
持
身
、
寄
二

当
金

剛
中
台
報
身
毘
盧
遮
那
一

故
。
謂
教
主
義
同
故
云
レ

尓
也
。
本
地
自
証
位
無
言
語
故
、
現
二

加
持
身
一

説
二

今
経
一

。」 
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