
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
・

ア
イ
ラ
ン
ド
ー
佐
渡
周
遊

佐
渡
は
東
京
23
区
の

16
倍
の
面
積
が
あ
り
、
人
口
も
10
万
人
程
度
で
あ
る
。
か
り
に
島
流
し
に
な
っ
て
も
そ
こ
で
生
き
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
地
で
新
た
な
活
動
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
最
古
の
歴
史
書
で
も
あ
る
「
古
事
記
」
の
国
生

み
神
話
に
は
、
大
八
島
の

7
番
目
と
し
て
登
場
し
、
「
日
本
書
紀
」
の
同
じ
神
話
に
は
「
億
岐
州
」
（
隠
岐
）
と
「
佐
度
州
」
（
佐
渡
）
が

双
子
と
し
て
、

5
番
目
に
登
場
し
て
い
る
。
奈
良
時
代
に
は
す
で
に
佐
渡
は
一
国
と
認
定
さ
れ
、
「
流
刑
地
」
の
―
つ
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。

行
政
的
に
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
本
間
氏
が
守
護
代
と
し
て
佐
渡
を
支
配
し
て
い
た
が
、

1
5
8
9
年
（
天
正
17
年
）
に
上
杉
屎
勝
の
侵

攻
を
受
け
て
滅
亡
し
、
上
杉
の
支
配
地
と
な
っ
た
。
そ
の
後
徳
川
幕
府
の
直
轄
地
と
な
る
。
現
代
的
に
言
え
ば
、
「
経
済
特
区
」
の
指
定

で
あ
り
、
長
崎
や
大
阪
と
と
も
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

島
流
し
は
否
応
の
な
い
新
天
地
へ
の
強
制
赴
任
に
近
い
。
畑
作
も
水
田
も
漁
場
も
佐
渡
の
人
口
を
支
え
る
に
は
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
す
で
に
生
き
延
ぴ
て
き
た
も
の
の
知
恵
が
あ
り
、
新
た
に
流
入
し
て
く
る
も
の
の
対
応
の
心
得
も
備
わ
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
だ
が

そ
れ
で
も
島
に
特
有
の
「
陰
り
」
は
あ
る
。
金
鉱
山
で
浮
か
れ
る
ほ
ど
栄
え
た
往
時
が
あ
り
、
栄
華
が
あ
る
。
そ
し
て
過
行
く
も
の
の
姿

を
残
轡
の
よ
う
に
残
し
な
が
ら
、
新
た
な
社
会
生
活
の
模
索
は
続
く
。
こ
れ
は
衷
合
わ
せ
に
な
っ
た
「
憂
鬱
と
努
力
し
た
明
る
さ
」
で
も

河

本

英

夫

17 



（北沢浮遊選鉱場）

さ
ら
に
選
別
し
て
い
く
。

歴
史
的
陰
影
の
再
編

そ
れ
が
階
段
状
に
設
骰
さ
れ
た
分
別
機
で
あ
る
。

あ
る
。
人
の
移
動
は
当
初
よ
り
島
と
い
う
地
形
条
件
で
限
定
さ
れ
て
い
る
。
新
た
な
流
入
も
流
出
も
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も

い
く
つ
か
典
型
的
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
歴
史
の
追
跡
を
そ
の
ま
ま
現
代
的
な
視
野
に
糾
み
替
え
る
も
の
で
あ
る
。
i

般
的
に
汀
え
ば
、

過
去
の
逍
物
を
「
観
光
」
に
活
川
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
も
稀
に
見
る
屎
観
に
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
陰
る
ま
ま
に
維
持
さ
れ
る

生
活
も
あ
り
、
歴
史
の
証
言
者
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。

鉱
山
跡
地
の
近
く
の
淵
け
た
場
所
に
料
石
の
選
別
所
が
残
っ
て
い
る
。
遠
娯
で
見
る
と
、
ま

る
で
階
段
状
の
要
塞
だ
が
、
そ
こ
に
応
が
絡
ま
り
、
緑
の
窓
を
具
え
た
地
を
飛
ぶ
軍
艦
の
よ
う

に
布
規
の
鉱
山
か
ら
の
金
銀
の
取
り
出
し
作
業
は
終
わ
っ
て
い
る
。
か
つ
て
鉱
山
を
運
び
込
み
、

ト
か
ら
顛
々
に
鉱
物
を
粉
砕
し
、
金
銀
の
含
有
の
多
そ
う
な
宕
と
そ
う
で
な
い
も
の
を
判
別
し
、

丁
程
の

一
部
に
は
、
水
の
流
れ
を
利
用
し
て
、
水
に
浮
く
ゴ
ミ
や
水
流
で
は
ま
っ
た
く
動
か

な
い
れ
を
取
り
除
く
。
そ
の
た
め
水
流
を
使
い
な
が
ら
ヒ
流
か
ら
ド
流
に
流
し
て
い
く
仕
組
み

が
必
災
と
な
り
、
も
と
も
と
斜
而
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
階
段
状
の
建
物
を
設
計
し
た
よ
う
で
あ

る
。
作
業
が
歴
史
的
に
完
結
し
た
と
き
、
階
段
状
の
建
物
の
大
井
を
外
し
、
な
か
の
器
機
を
取

り
外
し
て
外
部
に
巡
び
出
し
た
。
そ
し
て
外
枠
の
外
整
だ
け
が
残
っ
た
。
そ
こ
を
鈴
が
幣
し
く

に
見
え
る
。
前
屈
の
芝
の

t
に
浮
き

t
が
っ
て
い
る
ほ
ど
の
緑
の
要
塞
で
あ
る
。

1
9
8
9
年

な
お
限
ら
れ
た
選
択
の
な
か
で
校
索
は
続
く
。
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て
い
る
。
正
直
、
不
思
議
な
感
動
で
あ
る
。

ジ
で
あ
る
。
こ
の
構
造
物
は
、

覆
っ
た
の
で
あ
る
。

容
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
軍
艦
」
様
の
ま
と
ま
り
と
し
て
知
槌
で

距
離
は
、
比
喩
を
牛
み
出
す
装
骰
で
あ
る
。
人
の
頻
を
「
か
た
ち
」
と
し
て
見
る
た
め
に
は
、

り
の
な
か
に
空
間
的
距
離
と
時
間
的
距
離
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
歴
史
の
知
鎚
と
事
物
の

視
野
が
入
り
込
む
。
こ
の
隙
間
は
、
解
釈
の
付
体
で
あ
り
、
構
造
物
に
堆
積
す
る
地
倍
だ
と

f

―-LI
つ

て
も
、
構
造
物
の
山
米
を
語
る
伝
承
だ
と
言
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
こ
と
が
当
て
は
ま
っ
て
い

る
。
隙
間
そ
の
も
の
の
歴
史
さ
え
成
し
M
し
、
そ
れ
こ
そ
す
で
に
構
辿
物
全
域
に
松
透
し
た
イ
メ
ー

圧
倒
的
な
巨
大
さ
を
直
示
す
る
た
め
に
、
油
間
者
に
と

っ
て
は
偶
然
に

IIl会
う
異
物
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ

じ
た
い
で
端
的
に
血
白
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
構
造
物
の

111米
へ
の
思
い
が
、
沈
め
て
も
収
ま
る
こ
と
の
な
い
喚
起
力
を
醸
し
出
し

佐
渡
の
南
端
付
近
に

「佐
渡
国
小
木
民
族
脚
物
館
」
が
あ
り
、
似
付
す
る
よ
う
に
指
定
さ
れ
た
占
び
た
集
裕
が
あ
る
。
か
り
に
保
存
指

定
し
な
け
れ
ば
、
歯
が
抜
け
る
よ
う
に
史
地
と
な
り
、
空
き
地
に
な
っ
て

い
く
。
保
什
と
は
、
時
間
の
流
れ
を
緩
や
か
に
す
る
こ
と
で
あ

り
、
楊
合
に
よ

っ
て
は
停
止
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
占
民
家
群
は
、
中
央
を
流
れ
る
小
さ
な
川
沿
い
の
び

っ
し
り
と
ひ
し
め
き
合
っ

た
古
民
家
の
集
落
で
あ
り
、
隙
間
の
空
き
地
で
は
、
猫
の
額
の
よ
う
な
、
家
庭
菜
園
が
作
ら
れ
て
い
る
。
小
さ
な
川
に
は
牛
活
排
水
も
流

な
る
。
辿
跡
を
軍
艦
と
し
て
見
る
た
め
に
は
、

そ
れ
に
相
応
し
い
附
た
り
が
い
る
。
こ
の
附
た

そ
れ
に
相
応
し
い
距
離
が
必
災
で
あ
る
。
ま
た
視
野
の
形
成
の
た
め
に
は
、

附
た
り
が
必
災
と

き
る
た
め
の
「
距
離
」
が
必
要
と
な
る
。

辿
跡
の
光
批
で
あ
る
た
め
に
は
、

応
が
前
血
を
毅
い
、

廃
墟
そ
の
も
の
が
悛
い
開
さ
れ
、
変
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（船様式の占民家）

さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
流
れ
が
辿
い
た
め
か
、
臭
い
が
源
う
こ
と
は
な
い
。
梨
落
の
な
か
に
は
す
で
に
空
き
家
も
あ
れ
ば
、
老
人
が
ひ
っ

そ
り
と
森
ら
し
て
い
る
家
も
あ
る
。
小
さ
な
川
と
小
さ
な
路
地
に
囲
ま
れ
て
、
間
に
家
が
建
っ
て
い
る
。
路
地
は
、
道
路
と
い
う
よ
り
、

路
地
と
路
地
の
間
に
は
、

三
角
の
か
た
ち
を
し
た
家
が
あ
る
。
ま
る
で
前
方
か
ら
船
を
見
る
よ
う
な
姿
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
初

老
の
人
懐
っ
こ
い
お
ば
あ
さ
ん
が
住
ん
で
い
て
、
何
度
も
外
に
出
て
来
て
は
、
小
木
村
の
成
り
立
ち
を
説
明
し
て
く
れ
た
。
こ
の
人
に
は
、

ほ
と
ん
ど
方
言
が
な
い
。
お
そ
ら
く
ひ
と
時
本
州
の
に
ぎ
や
か
な
都
市
部
で
葬
ら
し
、
老
後
に
こ
の
小
木
村
に
帰
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
村
で
ひ

っ
そ
り
パ
か
ら
し
た
の
で
は
、
手
持
ち
無
沙
汰
に
な
る
と
い
う
賑
わ
い
の
老
婆
で
あ
る
。
こ
の
一lmifJ
の
家
の
右
側
の
角

に
吉
水
小
百
合
が
立
っ
て
紹
介
写
真
が
作
ら
れ
て
お
り
、
有
名
に
な
っ
て
い
る
。
今
回
の
視
察

チ
ー
ム
で
は
、
研
究
支
援
者
の
岩
崎
大
君
が
、
ポ
ー
ズ
を
決
め
た
。
塩
の
専
売
所
の
石
板
は
、

戦
後
し
ば
ら
く
続
い
た
附
和
の
痕
跡
で
あ
る
。
当
時
、
塩
は
特
定
の
場
所
で
し
か
手
に
人
ら
な

か
っ
た
。
い
ま
で
は
ど
こ
の
ス
ー
パ
ー
に
も
が
い
い
て
あ
る
。

こ
の
集
落
を
抜
け
た
高
台
に
博
物
館
が
あ
り
、
そ
こ
に
木
製
の

「千
石
船
」
が
復
元
さ
れ
て

い
る
。
船
大
工
を
染
め
な
け
れ
ば
、

や
れ
な
い
作
業
で
あ
る
。
復
元
作
業
は
平
成
9
年
か
ら
開

始
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
船
は
、
大
半
は
す
で
に
金
屈
と
合
成
樹
脂
で
作
ら
れ
て
お
り
、

多
く
の
船
大
工
が
残
っ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
原
則
釘
を
一
本
も
使
わ
な
い
で
大
型
帆
船

と
い
う
構
造
物
を
作
り
だ
す
の
だ
か
ら
、
寺
院
を
作
る
宮
大
工
と
並
び
、
洗
練
さ
れ
た
特
殊
技

能
で
あ
る
。
岩
手
の
大
船
渡
市
か
ら

7
名
の
船
大
工
を
招
き
、
作
業
に
当
た
っ
て
い
る
。
船
じ

た
い
は
肛
人
で
、
江

•1
期
に
作
ら
れ
て
い
た
「千
石
船
」
の
設
計
図
を
も
と
に
復
元
さ
れ
て
い

長
年
か
け
て
形
成
さ
れ
た
生
括
の
通
路
で
あ
る
。
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る。
千
石
船
は
、
貨
物
船
に
つ
い
て
の
こ
の
地
域
で
の
呼
び
名
で
あ
り
、
全
国
的
な
名
称
は
「
弁
財
船
」
で
あ
る
。
佐
渡
は
、
西
回
り
航
路

の
中
継
地
の
―
つ
で
あ
り
、
弁
財
船
は
速
度
を
競
う
上
方
型
弁
財
船
と
、
多
く
の
荷
物
を
積
む
こ
と
が
で
き
る
北
前
型
弁
財
船
に
分
か
れ

る
。
西
廻
り
航
路
が
開
か
れ
、
西
日
本
や
北
陸
の
文
化
が
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
配
流
者
が
伝
え
た
文
化
も
含
め
た
貴
族
文
化
や
武

家
文
化
、
町
人
文
化
が
一
体
と
な
っ
て
、
佐
渡
特
有
の
文
化
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

大
阪
か
ら
江
戸
へ
荷
物
を
巡
ぶ
際
に
は
、
江
戸
中
期
以
降
す
で
に
速
度
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
港
（
宿
根
木
）
の
千
石
船
が
、

は
じ
め
て
記
録
に
現
れ
る
の
は
、

1
7
7
4
年
の
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
船
主
や
船
頭
を
や
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
は
、
仕
切
帳
、
造
船
資

料
、
航
海
文
書
な
ど
が
あ
っ
た
。
だ
が
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
戦
後
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
忘
れ
ら
れ
捨
て
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
高

台
の
宿
根
木
小
学
校
が
廃
校
と
な
り
、
そ
こ
を
博
物
館
に
し
た
お
か
げ
で
、
民
具
類
や
文
書
が
収
集
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
に
千
石
船
の
設

計
図
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

人
物
（
畑
一
成
君
）
の
後
ろ
に
あ
る
の
が
、
舵
取
り
用
の
操
舵
尾
で
、
帆
を
立
て
る
柱
は
、
博
物
館
の
天
井
を
突
き
抜
け
る
ほ
ど
だ
か

ら
、
船
の
中
央
表
面
に
折
り
た
た
ま
れ
て
い
る
。
博
物
館
の
外
に
建
て
ら
れ
た
石
碑
の
文
字
に
よ
れ
ば
、
船
の
建
造
費
は

1
低

4
年
万
円

と
あ
る
の
で
、
多
く
の
寄
付
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
一
大
事
業
で
あ
る
。
作
業
に
取
り
掛
か
る
前
に
は
、
誰
に
と
っ
て
も
「
夢
物
語
」

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
が
実
行
に
移
さ
れ
、
と
こ
と
ん
や
り
き
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
「
歴
史
」
で
あ
る
。
物
語
は
、
歴
史
的
距

離
の
再
編
の
こ
と
で
あ
る
。
物
語
に
し
か
出
現
し
な
い
幻
の
船
が
、
こ
こ
に
こ
う
し
て
現
物
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
が
驚
き
な
の
で
あ

る。 る
。
歴
史
の
再
現
で
あ
り
、
多
く
の
歴
史
的
「
再
現
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
代
的
な
「
異
物
」
で
も
あ
る
。

1
5
0年
を
一
挙
に
飛

ぴ
越
え
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
じ
た
い
推
移
す
る
も
の
の
圧
縮
で
も
あ
る
。
こ
の
圧
縮
に
は
莫
大
な
人
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
資
金
が
必
要
と
な
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頃
に
は
、
久
地
郷
に
牛
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
神
事
と
し
て
舞
楽
が
す
で
に
行
わ
れ
て
お
り
、
能
楽
の
た
め
の
予
備
的
な
設
備
は
整
っ

領
域
内
の
勧
進
を
許
llfす
る
と
い
う
内
容
の

ft料
が
残
っ
て
い
る
。
佃
年
3
月
1
5
I
J
に
は
舞
楽
が
予
定
さ
れ
、
寺
中
の
繁
盛
や
仏
法
の
判

枇
阿
弥
以
前
に
、

佐
渡
で
は

「舞
楽
」
が
行
わ
れ
て
お
り
、

左
衛
門
尉
貞
泰
が
、

園
中
将
と
い
う
人
の
舞
楽
典
行
の
巾
訥
に
応
じ
て
、

と
が
分
か
っ
て
い
る
。
比
較
的
短
期
の
滞
在
で
あ
っ
た
。

い
る
。
在
島
中
に
枇
阿
弥
が
呼
し
た
小
謡
集

「金
島
杏
」
に
内
か
れ
て
い
る
元
サ
か
ら
、

1
4
3
6
年
ま
で
は
佐
渡
に
滞
在
し
て
い
た
こ

能
舞
台
は
、
佐
渡
の
多
く
の
地
域
に
残
っ
て
い
る
。
人
口
当
た
り
の
能
楽
堂
の
数
で
み
れ
ば
、

お
そ
ら
く
日
本

一
の
数
で
あ
る
。
祖
気
の
な
い
時
代
の
こ
と
だ
か
ら
、
夕
祁
な
れ
か
ら
宵
に
か
け

て
、
諦
火
を
焚
い
て
能
の
舞
台
装
附
に
し
た
と
111
心
わ
れ
る
。
狭
い
空
間
に
火
を
焚
い
て
陰
影
の

タ
雑
れ
の
小
さ
な
樵
船
の
な
か
の
雰
囲
気
で
も
あ
る
。
闘
夜
の
中
の
火
は
、
人
を
興
布
さ
せ
、

熱
狂
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
夜
間
の
火
事
で
は
、
近
所
の
人
た
ち
が
別
人
の
よ
う
に
力
を
発

じ
で
あ
る
。

世
阿
弥
は
、
室
町
都
府
の
三
代
将
軍
足
利
義
満
の
寵
愛
を
受
け
、
能
楽
を
大
成
さ
せ
た
が
、

六
代
将
軍
足
利
義
教
の
怒
り
に
ふ
れ
、

1
4
3
4
年
に
佐
渡
に
流
さ
れ
た
。
世
阿
弥
72
歳
の
時

で
あ
る
。
佐
渡
の
多
川
に
Yc
れ
い
た
枇
阿
弥
は
、
長
谷
寺
を
経
て
新
保
の
万
福
寺
に
配
所
さ
れ
て

隆
を
附
え
る
口
上
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
年
数
か
ら
見
る
と
、

1
3
5
1
年
の

H
付
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
世
阿
弥
が
牛
ま
れ
る
以
前
の

こ
と
で
あ
る
。
舞
楽
は
仮
而
を
着
け
て
踊
る
曲
名
が
多
い
神
事
な
の
で
、
舞
う
た
め
の
仮
面
を
必
要
と
す
る
芸
能
社
会
が
、

14
世
紀
の
中

(Ni船

揮
す
る
。
火
事
場
の
馬
鹿
力
は
、

閻
夜
の
火
市
に
相
応
し
い
。
こ
れ
は
以
祭
り
の
化
火
で
も
詞

白Ill)L)

前
後
を
作
り
出
す
空
間
は
、

ど
こ
か
佐
渡
と
い
う
島
の
在
処
に
釣
り
合

っ
て
い
る
。
あ
る
い
は

22 



2

ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ

（白山神社楼lJ、1 能楽党）

世
阿
弥
が
流
さ
れ
て
以
降
、
約
1
0
0
年
後

(1
5
5
3
年
）
に
は
、
観
恨
元
忠
が
、
河
原

田
の
城
主
に
招
か
れ
、

一
座
を
連
れ
て
興
行
を
行
っ
た
と
い
う
骰
料
が
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、

部
一＿
太

火
」
を
連
れ
て
、
猿
楽
を
行
っ
た
と
あ
る
。
名
前
の
作
り
か
ら
見
て
、
芸
能
社
会
の

「盗

名
」
の
よ
う
な
作
り
で
あ
り
、
新
規
の
参
入
者
も
多
く
、
能
は
す
で
に
伝
水
さ
れ
る
芸
能
に
な

っ

能
は
、
お
そ
ら
く
当
時
で
も
苓
積
さ
れ
た
事
前
知
識
の
必
要
な
洗
練
さ
れ
た
芸
能
に
な
っ
て

い
て
、
現
在
で
も
そ
れ
ほ
ど
敷
居
の
低
い
芸
能
で
は
な
い
。
そ
れ
は
佐
渡
ば
か
り
で
は
な
く
、

日
本
全
同
で
も
事
情
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
能
の
よ
う
な
翡
度
な
熟
線
と
洗
線
を
具
え
た
文
化

は
、
間
口
が
狭
く
奥
行
き
が
際
限
な
く
深
い
。
江
戸
時
代
の
II

坂
盛
期
に
は
佐
渡
に

2
0
0
箇
所
ほ
ど
の
能
舞
台
が
作
ら
れ
、
現
在
で
も
30

か
所
程
度
残
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
季
節
に
応
じ
て
実
際
に
節
能
も
行
わ
れ
て
い
る
。
他
方
盆
踊
り
風
の
大
衆
身
体
表
現
は
、
多
く
の

人
の
参
加
が
主
眼
に
な
る
の
で
、
見
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
で
も
踊
る
も
の
に
な
っ
て
い
く
。

佐
渡
は
、

「今
北
LI
物
詔
集
」
に
も
記
録
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
昔
か
ら
金
が
採
れ
る
島
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
に
人
る
と
、

経
済
的
利
権
を
確
保
す
る
た
め
に
、
徳
川
家
康
が
硲
府
直
轄

（天
領
）
と
し
て
指
定
し

(1
6
0
1
年
）
、
翌
年
に
は
大
久
保
長
安
が
奉

て
い
た
よ
う
で
あ
る
，

弥
の
玄
孫
に
あ
た
る
観
泄
元
111心
が
、
門
人
の

「
di若
彦
九
郎
」「
保
生
ヒ
郎
」
「
服
部
又
四
郎
」「
服

す
で
に
能
の
典
業
が
広
範
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
．ぷ
唆
し
て
い
る
。
記
録
に
よ
れ
ば
、
枇
阿

て
い
た
と
考
え
て
も
よ
い
。
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行
と
な
っ
た
。
明
治
維
新
後
、
宮
内
省
御
料
局
財
産
か
ら
、
民
間
の
三
菱
金
属
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
が
、
長
期
に
わ
た
り
佐
渡
奉
行
所
が

管
理
し
た
い
わ
ゆ
る
「
経
済
特
区
」
で
あ
る
。

鉱
山
の
繁
栄
に
よ
っ
て
日
本
各
地
か
ら
山
師
、
金
穿
り
、
大
工
、
測
批
技
術
者
、
商
人
、
漁
業
者
な
ど
が
集
ま
り
、
当
時
人
口
が
急
増

し
食
糧
需
要
が
増
え
た
。
そ
の
た
め
鉱
山
の
技
術
を
応
用
し
て
海
岸
段
丘
上
に
新
田
開
発
も
行
わ
れ
た
。
ま
た
鉱
山
で
使
用
す
る
炭
・
木

材
等
の
生
産
資
材
確
保
の
た
め
、
山
間
部
の
森
林
も
御
林
（
官
有
林
）
と
し
て
、
奉
行
所
に
よ
っ
て
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。

金
銀
産
出
の
ピ
ー
ク
は
い
く
つ
か
あ
る
。
猫
府
直
轄
の
当
初
が
最
初
の
ピ
ー
ク
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
銀
の
産
出
は
、

6
万
キ
ロ
か
ら

9
万
キ
ロ
と
試
算
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
世
界
産
出
祉
で
見
て
15
％
に
相
当
す
る
よ
う
で
あ
る
。
す
さ
ま
じ
い
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
で
あ

る
。
奉
行
か
ら
ヤ
マ
を
請
け
負
っ
て
稼
業
す
る
の
が
、
「
山
師
」
で
あ
り
、
「
山
主
」
と
も
「
山
元
」
と
も
呼
ば
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
い

山
師
は
、
有
望
そ
う
な
ヤ
マ
を
見
立
て
て
、
多
数
の
敷
人
足
（
坑
内
労
働
者
）
と
岡
人
足
（
坑
外
労
働
者
）
を
雁
い
事
業
を
起
こ
し
て

い
る
。
こ
の
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
時
に
は
、

1
0
0
人
近
い
山
師
が
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
山
師
は
苗
字
、
帯
刀
も
許
さ
れ
、
管
制
「
企

業
家
」
で
あ
り
、
出
身
地
は
丹
波
、
石
見
、
若
狭
、
備
前
、
備
後
、
但
馬
等
に
も
お
よ
び
、
全
国
か
ら
寄
せ
集
ま
っ
て
き
た
と
い
う
の
が

実
情
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
味
方
但
馬
と
い
う
の
が
い
た
。
但
馬
は
、
関
ヶ
原
の
戦
い
で
戦
功
が
あ
り
、

5
0
0
石
の
知
行
を
得
て
い
た

が
、
そ
れ
を
捨
て
て
山
師
に
な
り
、
佐
渡
で
57
か
所
の
鉱
区
を
稼
働
さ
せ
、
そ
れ
以
外
に
多
田
銀
山
、
奥
州
南
部
銀
山
で
も
ヤ
マ
を
請
け

負
っ
た
ら
し
い
。
現
代
的
に
言
え
ば
、
公
務
員
を
捨
て
た
マ
ル
チ
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
で
あ
る
。

元
禄
時
代

(
1
6
8
0ー

1
7
0
9
年
）
に
は
、
一
時
激
減
し
た
産
出
批
が
、
再
度
大
幅
に
回
復
し
た
。
湧
水
を
取
り
除
く
水
道
（
南

沢
疎
水
道
）
が
開
通
し
た
こ
と
に
よ
る
。
金
鉱
採
掘
の
妨
げ
に
な
る
の
は
、
掘
っ
た
坑
道
が
水
に
浸
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
雨
が

降
れ
ば
坑
道
に
流
れ
込
み
、
掘
り
進
め
ば
湧
水
が
出
現
す
る
。
水
に
埋
ま
っ
た
の
で
は
鉱
物
を
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
南

ず
れ
に
し
ろ
現
代
的
に
は
「
起
業
家
」
で
あ
る
。
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沢
疎
水
道
が
開
通
し
た
こ
と
で
坑
内
の
水
を
入
り
口
ま
で
運
ぴ
出
さ
な
く
て
も
、
地
下
排
水
路
を
使
っ
て
水
を
海
ま
で
流
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
大
土
木
工
事
を
指
揮
し
た
の
が
、
静
野
与
右
術
門
で
あ
り
、
賓
金
勘
定
を
行
っ
た
の
が
時
の
佐
渡
奉
行
、
荻
原

近
江
守
煎
秀
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
水
汲
み
人
足
の
数
は
実
質
的
に
大
幅
に
減
っ
た
。

敷
人
足
に
と
っ
て
危
険
な
条
件
が
も
う
ー
つ
あ
っ
た
。
坑
内
の
酸
素
不
足
で
あ
る
。
坑
内
は
基
本
的
に
昼
間
で
も
其
っ
暗
で
あ
る
。
岩

を
読
ん
で
い
く
た
め
に
は
、
か
な
り
の
明
る
さ
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
松
脂
や
ロ
ウ
を
燃
や
し
て
、
坑
内
を
明
る
く
し
て
い
る
。
空

気
坑
を
掘
っ
て
も
、
飾
単
に
空
気
環
境
は
改
善
し
な
い
。
そ
の
た
め
坑
内
労
働
者
は
、
労
歴
10
年
が
限
度
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

狭
い
範
囲
に
莫
大
な
労
力
を
投
入
す
る
の
が
、
鉱
山
の
仕
事
で
あ
る
。
現
在
的
に
言
え
ば
、
限
り
な
く
密
な
仕
事
場
で
あ
る
。
腿
民
も

水
汲
み
に
駆
り
出
さ
れ
た
が
、
文
政

5
(
1
8
2
2
)
年
に
は
労
役
に
代
え
て
、
鹿
民
か
ら
の
拠
金
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
相
当
額

の
お
金
を
支
払
え
ば
、
水
汲
み
の
割
り
当
て
が
免
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
代
で
言
え
ば
驚
く
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
は
時
代

の
大
き
な
推
移
が
見
ら
れ
る
。
「
現
物
経
済
」
か
ら
「
貨
幣
経
済
」
へ
の
移
行
で
あ
る
。

金
に
よ
っ
て
都
府
財
政
が
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
生
糸
や
織
物
を
中
心
と
し
た
商
品
作
物
の
生
産
拡
大
が
各
地
で
続
い
て
い
る
。

こ
と
に
上
州
で
の
商
品
作
物
は
多
か
っ
た
。
商
品
経
済
は
元
禄
の
こ
ろ
か
ら
明
確
な
か
た
ち
を
と
り
始
め
、
金
貨
、
銀
貨
に
さ
さ
え
ら
れ

て
貨
幣
経
済
と
と
も
に
急
成
長
し
た
。
そ
れ
ま
で
現
物
で
納
め
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
取
引
は
、
貨
幣
を
つ
う
じ
て
の
取
引
に
置
き
換
わ
り
、

経
済
の
姿
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
貨
幣
経
済
に
な
る
と
、
貨
幣
さ
え
も
て
ば
そ
れ
だ
け
で
仕
事
に
な
る
金
貸
し
や
、
そ
れ
に
群
が
る
も

の
た
ち
が
同
時
に
出
現
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

貨
幣
の
動
く
と
こ
ろ
に
は
、
賭
場
が
立
ち
、
貨
幣
を
求
め
て
流
浪
す
る
も
の
た
ち
が
出
現
し
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
「
無
宿
人
」
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
無
宿
は
、
た
ん
に
住
所
不
定
の
も
の
の
こ
と
で
は
な
い
。
人
別
帳

(-P
箱
）
か
ら
除
外
さ
れ
た
「
帳
外
」
の
も
の
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
た
め
各
地
の
領
主
に
と
っ
て
は
、
こ
の
者
た
ち
に
対
し
て
、
取
り
締
ま
り
の
権
限
も
監
督
権
も
な
い
。
領
主
に
と
っ
て
は
そ
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無
宿
人
に
と
っ
て
、
生
き
て
い
く
場
所
は
、
か
な
り
多
く
用
意
さ
れ
て
い
た
。
街
道
筋
も
そ
う
で
あ
り
、
雲
助
の
よ
う
な
交
通
労
働
も

そ
う
で
あ
る
。
領
主
か
ら
す
れ
ば
、
無
宿
人
は
そ
も
そ
も
捌
き
よ
う
の
な
い
制
度
的
、
構
造
的
な
「
ア
ウ
ト
ロ
ー
」
で
あ
る
。
必
ず
し
も

無
宿
は
、
犯
罪
者
と
は
言
え
な
い
。
貨
幣
経
済
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
無
宿
は
貨
幣
に
寄
り
付
き
、
寄
生
す
る
も
の
た
ち
で
、
経
済
シ
ス

テ
ム
の
変
換
と
と
も
に
臆
し
く
出
現
し
て
き
た
。
し
か
も
自
然
災
害
や
一
揆
と
と
も
に
、
騒
ぎ
に
便
乗
す
る
者
た
ち
も
出
た
。
ア
ウ
ト
ロ
ー

に
と
っ
て
は
、
騒
ぎ
は
い
つ
も
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
。
現
在
で
も
コ
ロ
ナ
禍
の
騒
動
の
な
か
で
、
公
的
補
助
金
に
便
乗
し
て
詐
欺
を
行
う
者

た
ち
が
臆
し
く
出
現
す
る
。
騒
ぎ
の
な
か
に
金
蔓
と
な
る
チ
ャ
ン
ス
が
見
え
る
者
た
ち
が
い
る
。
お
そ
ら
く
無
宿
の
中
に
そ
う
し
た
人
た

無
宿
人
の
佐
渡
送
り
が
開
始
さ
れ
る
の
が
、

1
7
7
8
年
で
あ
る
。
江
戸
は
、
す
で
に
当
時
世
界
有
数
の
大
都
市
で
あ
る
。

大
都
市
は
、
無
宿
の
生
存
の
機
会
を
高
め
て
く
れ
る
。
そ
し
て
江
戸
と
い
う
大
都
市
そ
の
も
の
の
リ
ス
ク
を
お
の
ず
と
高
め
る
。
勘
定

奉
行
の
石
谷
淡
路
守
は
、
「
江
戸
市
中
を
徘
徊
し
て
い
る
無
罪
の
無
宿
者
に
、
幕
府
は
処
理
に
困
っ
て
い
る
の
で
、
佐
渡
金
山
に
送
り
込

み
た
い
」
と
い
う
意
向
を
漏
ら
し
て
い
る
。
佐
渡
奉
行
側
の
受
け
止
め
は
、
「
江
戸
で
さ
え
処
置
に
困
っ
て
い
る
者
を
、
佐
渡
で
受
け
入

れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
や
り
取
り
の
後
、
無
宿
者
の
佐
渡
送
り
が
決
定
さ
れ
た
。
江
戸
の
治
安

う
ア
ウ
ト
ロ
ー
の
逮
捕
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
多
く
の
無
宿
は
犯
罪
者
で
は
な
い
が
、
犯
罪
予
備
軍
で
は
あ
る
。
江
戸
と
周
囲

の
関
八
州
に
、
無
宿
の
逮
捕
の
通
達
が
出
さ
れ
た
。

佐
渡
金
山
で
は
、
過
酷
労
働
の
た
め
か
、
病
気
や
ケ
ガ
で
頻
繁
に
死
者
が
で
る
。
無
宿
佐
渡
送
り
も
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
無
宿
者
に
は
、

維
持
の
確
保
と
佐
渡
で
の
人
足
の
確
保
と
い
う
、

ち
が
一
定
頻
度
で
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

や
「
鼠
小
僧
次
郎
吉
」
で
あ
る
。

も
そ
も
い
な
い
人
間
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
無
宿
」
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
伝
説
と
な
る
よ
う
な
ス
タ
ー
も
含
ま
れ
て
い
る
。
「
国
定
忠
治
」

一
挙
両
得
だ
か
ら
最
初
か
ら
落
ち
着
き
ど
こ
ろ
は
見
え
て
い
た
。
こ
う
し
て
無
宿
と
い
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い
と
い
う
治
安
維
持
の
機
能
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
無
術
人
か
ら
す
れ
ば
、
貨
幣
経
済
と
い
う
自
分
た
ち
を
生
み
出
し
た
構
造
的
変
化
の

一
部
を
さ
ら
に
加
述
さ
せ
る
仕
事
に
、
あ
ら
た
め
て
佐
渡
で
沿
く
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
し
て
無
術
と
し
て

一
括
り
に
さ
れ
た

「無
名
の
死
」

を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

佐
渡
へ
の
島
流
し
に
な
っ
た
人
物
の
な
か
で
は
、

11蓮
が
名
高
い
。

H
蓮
の
島
流
し
は
、

1
2
7
1
1
1
2
7
4
年
の

3
年
間
で
あ
り
、

日
蓮
の
49
歳
か
ら
52歳
に
か
け
て
で
あ
る
。
あ
る
慈
味
、

3
 
思
想
断
層

(.1!If；fti人・硲地）

も
の

の
規
模
が
大
き
く
な
れ
ば
、
金
紬
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
生
業
と
す
る
も
の
た
ち
が
出
現
す
る
。

利
益
を
狙
っ
て
の
抗
争
も
起
き
、
抗
争
の
ど
ち
ら
か
に
加
担
す
る
こ
と
で
、
そ
の
こ
と
を
金
に

換
え
る
者
た
ち
も
出
現
し
た
。

の
リ
ス
ク
を
蒻
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
硲
府
か
ら
見
れ
ば
、
佐
渡
送
り
に
は
金
他
に
奇
生
す
る

（高
利
代
し
、
栂
徒
、
盗
賊
）
た
ち
を
実
労
働
に
戻
す
機
能
が
あ
り
、
圃
時
に
江
戸
処
払

に
広
ま
る
。

戸
藉
は
な
く
、
名
前
も
定
か
で
は
な
い
。
死
ね
ば
葬
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
も
そ
も
非

の
集
合
絡
地
が
あ
る
。
弔
う
も
の
が
い
る
の
か
、
枯
れ
て
い
な
い
花
が
供
え
て
あ
っ
た
。
金
銀

が
大
批
に
採
掘
さ
れ
、
市
中
に
出
回
る
と
、
祁
品
作
物
の
生
産
と
と
も
に
、
貨
幣
経
済
が
広
範

い
わ
ゆ
る

「
渡
枇
人
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
江
戸
と
い
う
大
都
市

H
蓮
か
ら
す
れ
ば
勲
京
の
よ
う
な
歴
史
的
事
件
で
あ
り
、
新
た
な
布
教
の
楊
所

iT幣
と
現
実
の
生
産
活
動
の
隙
間
に
、

大
址
の
無
術
人
が
発
生
し
た
。
金
隙
経
済

相
川
の
金
鉱

111跡
地
人
り
い
か
ら
坂
逍
を
し
ば
ら
く
ド

っ
た
と
こ
ろ
の
山
間
に
、

る
楊
所
が
な
い
。

無
術
た
ち
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を
得
た
新
天
地
へ
の
転
身
で
も
あ
る
。

実
は

1
2
6
1
年
か
ら

1
2
6
3
年
ま
で
、
日
蓮
は
碓
府
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
、
伊
豆
の
伊
東
に
流
罪
と
な
っ
て
い
る
。
伊
豆
流
罪
中
、

H
蓮
の
監
視
に
当
た
っ
た
の
は
伊
東
の
地
頭
・
伊
東
八
郎
左
衛
門
祐
光
で
あ
る
。
伊
東
八
郎
左
衛
門
裕
光
は
も
と
も
と
日
蓮
が
終
生
攻
撃

を
続
け
た
「
念
仏
者
」
だ
っ
た
が
、
あ
る
時
病
気
に
な
り
、
そ
の
と
き
日
蓮
の
祈
念
に
よ
っ
て
快
極
し
た
の
で
、
日
蓮
に
帰
依
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
日
蓮
に
は
こ
の
類
の
逸
話
が
多
い
。
危
機
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
う
ま
く
活
用
し
、
自
分
の
介
入
を
自
他
と
も
に
過
大
に
評
価
す

る
タ
イ
プ
の
宗
教
者
で
あ
っ
た
。
危
機
の
時
代
を
生
き
延
ぴ
る
天
性
の
レ
ジ
ェ
ン
ド
だ
っ
た
。

佐
渡
送
り
の
さ
い
の
事
件
も
、
相
当
に
生
々
し
い
。
佐
渡
送
り
に
な
る

3
年
前
の

1
2
6
8
年
1
月
に
蒙
古
と
高
麗
の
国
書
が
九
州
の

太
宰
府
に
送
り
つ
け
ら
れ
、
こ
の
文
書
は
直
ち
に
鎌
倉
に
送
ら
れ
、
猫
府
は
そ
れ
を
朝
廷
に
回
送
し
て
い
る
。
蒙
古
文
書
は
、
日
本
と
交

易
を
求
め
な
が
ら
、
武
力
侵
攻
も
あ
り
う
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
日
蓮
は
、
蒙
古
文
書
の
到
来
を
、
外
国
侵
略
を
予
言
し
た
「
立
正
安

国
論
」
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
事
実
だ
と
し
て
、
執
権
・
北
条
時
宗
、
侍
所
所
司
•
平
頼
網
ら
の
暮
府
要
人
の
ほ
か
、
極
楽
寺
良
観
、
．
建

長
寺
道
隆
ら
鎌
倉
仏
教
界
の
主
要
俯
侶
に
書
飾
を
送
り
、
仏
教
諸
宗
と
の
公
場
対
決
を
要
求
し
た
。
と
も
か
く
も
騒
ぎ
を
利
用
し
て
、
自

説
の
展
開
を
図
る
典
型
的
な
や
り
方
で
あ
る
。

騒
ぎ
が
続
く
の
で
、

1
2
7
1
年
9
月
に
幕
府
は
、
日
蓮
を
召
喚
し
て
尋
問
を
行
い
、
そ
の
後
武
装
し
た
数
百
人
の
兵
士
を
率
い
て
日

蓮
の
逮
捕
に
向
か
っ
て
い
る
。
平
頼
網
は
内
々
で
日
蓮
を
斬
首
す
る
意
志
を
固
め
、
日
蓮
を
龍
の
口
の
刑
場
へ
と
連
行
し
た
。
日
蓮
が
斬

首
の
場
に
臨
み
、
刑
が
執
行
さ
れ
よ
う
と
す
る
時
、
江
の
島
方
面
か
ら
強
烈
な
光
り
物
が
現
れ
、
太
刀
を
取
る
武
士
の
目
が
く
ら
む
ほ
ど

の
事
態
に
な
っ
て
、
刑
の
執
行
は
中
止
さ
れ
た
、
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
良
く
出
来
す
ぎ
た
話
で
あ
る
。
こ
の
後
、
佐
渡
へ
の
流
罪
が
決

定
さ
れ
た
。

8
蓮
の
体
質
に
は
、
他
の
教
団
へ
の
激
し
い
非
難
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
と
に
念
仏
と
禅
宗
に
対
し
て
は
容
赦
の
な
い
批
判
を
繰
り
出
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実
際
に
静
岡
の
伊
東
に
流
さ
れ
た
と
き
、
親
切
に
し
て
く
れ
た
少
数
の
も
の
を
気
づ
か
う
感
謝
の
手
紙
を
残
し
て
も
い
る
。
日
蓮
と
親

し
い
こ
と
が
周
囲
に
ば
れ
な
い
よ
う
に
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
助
言
も
述
べ
て
い
る
。
「
地
頭
も
民
衆
も
、
日
蓮
を
忌
み
嫌
う
こ
と
鎌
倉

よ
り
甚
だ
し
く
、
わ
が
姿
を
見
れ
ば
眼
を
離
さ
ず
、
耳
に
す
る
者
は
敵
視
し
て
い
る
時
、
こ
と
に
五
月
の
頃
と
あ
れ
ば
米
も
乏
し
か
っ
た

ろ
う
に
、
日
蓮
を
内
々
に
養
っ
て
下
さ
っ
た
こ
と
、
日
蓮
の
父
母
が
、
伊
豆
の
伊
東
、
川
奈
と
い
う
所
に
生
ま
れ
替
り
給
う
た
か
」
（
「
日

迎
消
息
」
木
下
順
二
訳
）
。
周
囲
敵
だ
ら
け
で
も
、
臆
し
て
い
る
様
子
も
、
方
針
を
変
え
る
様
子
も
な
い
。

日
蓮
は
、
天
台
教
学
を
「
迩
門
の
妙
法
蓮
華
経
（
法
華
経
）
」
で
あ
り
「
理
の
一
念
三
千
」
と
呼
ん
だ
。
天
台
の
体
質
が
思
弁
的
、
観

念
的
で
あ
る
こ
と
を
批
判
し
、
自
分
の
教
義
を
「
事
の
一
念
三
千
」
と
し
て
、
実
践
的
行
為
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
日
蓮

は
、
法
（
真
理
）
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
べ
き
で
あ
り
、
人
（
権
力
）
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
仏
教

史
を
克
明
か
つ
批
判
的
に
検
討
し
、
念
仏
、
禅
、
真
言
宗
だ
け
で
は
な
く
、
天
台
密
教
も
批
判
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
天
台
宗
の
密
教
化

を
お
し
進
め
た
第
3
代
天
台
座
主
の
慈
覚
大
師
円
仁
、

5
大
院
安
然
、
恵
心
僧
都
源
信
と
並
べ
て
「
師
子
の
身
の
中
の
三
虫
」
と
断
定
し

て
も
い
る
。
東
密
（
真
言
宗
）
だ
け
で
な
く
、
台
密
（
天
台
宗
）
ま
で
も
批
判
の
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
自
身
の

思
い
や
考
え
を
「
立
場
」
と
し
て
明
確
に
す
る
こ
と
は
、

通
路
を
付
け
な
け
れ
ば
、
閉
塞
し
て
し
ま
う
。
こ
の
別
の
通
路
こ
そ
「
現
実
の
政
治
」
で
あ
る
。

を
買
う
に
決
ま
っ
て
い
る
。

し
た
。

1
2
7
1
年
6
月
、
日
蓮
は
、
当
時
関
東
に
お
け
る
真
言
教
団
の
中
心
者
で
、
非
人
の
労
働
力
を
組
織
し
、
道
路
や
橋
の
建
設
、

港
湾
の
維
持
管
理
な
ど
の
事
業
を
行
っ
て
い
た
極
楽
寺
良
観
が
、
当
時
起
き
て
い
た
旱
魃
へ
の
対
応
と
し
て
、
幕
府
に
よ
っ
て
降
雨
の
祈

願
を
要
請
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
し
て
日
蓮
は
、
良
観
を
相
手
取
っ
て
、

7
日
の
間
に
雨
が
降
ら
な
い
な
ら
、
法
華
経
に
帰
依
せ
よ
、

と
降
雨
祈
願
の
勝
負
を
申
し
出
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
雨
は
降
ら
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
こ
と
を
や
り
続
け
れ
ば
、
多
く
の
方
面
か
ら
恨
み

一
般
に
自
分
自
身
の
選
択
肢
を
狭
く
す
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
教
義
か
ら
別
の
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こ
う
し
た
多
く
の
批
判
を
つ
う
じ
て
、
日
蓮
に
対
し
て
も
か
え
っ
て
反
批
判
、
敵
対
行
動
が
出
現
し
た
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。

信
徒
へ
の
弾
圧
も
続
い
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
柑
に
し
て
教
団
の
団
結
が
強
ま
る
方
向
と
、
教
団
そ
の
も
の
が
分
裂
し
て
い
く
方

向
を
生
ん
だ
。
少
な
く
と
も
傾
向
と
し
て
、
周
囲
と
折
り
合
い
を
取
り
な
が
ら
宗
門
の
維
持
を
図
ろ
う
と
す
る
出
仕
組
（
受
派
）
と
、
法

理
の
純
粋
性
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
非
出
仕
組
（
不
受
不
施
派
）
が
は
っ
き
り
と
分
か
れ
て
く
る
。
後
者
は
、
法
華
経
の
信
者
で
な
い
も

の
か
ら
の
供
養
や
ほ
ど
こ
し
は
受
け
な
い
と
い
う
断
固
す
ぎ
る
方
針
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
先
鋭
化
す
れ
ば
、
さ
ら
に
お
の
ず
と
分
断
が
進
む
。
公
俄
の
眼
が
厳
し
い
の
だ
か
ら
、
表
向
き
体
裁
状
は
「
受
派
」
を
装
っ

て
も
、
「
不
受
」
を
続
け
る
倍
念
を
持
ち
続
け
る
も
の
に
は
寛
容
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
の
が
、
「
口
指
派
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
「
津

寺
派
」
は
、
外
の
混
濁
に
対
し
て
は
徹
底
抗
戦
す
べ
き
だ
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
日
指
派
は
、
内
浄
を
優
先
し
、
津
寺
派
は
外
濁
と
の
戦

い
を
強
調
し
た
。
組
織
に
対
し
て
の
外
圧
が
強
け
れ
ば
、
し
ば
し
ば
起
き
る
組
織
防
衛
に
た
め
の
岐
路
で
も
あ
る
。

自
然
災
害
に
さ
い
し
て
も
、
都
府
が
邪
宗
を
抱
え
こ
む
こ
と
で
起
き
て
い
る
こ
と
だ
と
し
て
、
都
府
に
対
し
て
は
、
邪
宗
を
排
し
、
自

分
の
主
張
す
る
「
法
華
経
」
を
中
心
に
据
え
る
よ
う
に
要
求
し
た
。
そ
の
た
め
当
初
よ
り
日
蓮
宗
は
、
政
治
的
動
向
を
強
く
帯
び
る
こ
と

に
な
っ
た
。
本
性
的
に
政
治
的
で
あ
る
こ
と
が
、
宗
教
活
動
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
禅
宗
の
よ
う
に
身
体
修
養
を
中
心
と
し
て
、
政
治

や
国
家
と
は
独
立
の
固
有
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
く
場
合
に
は
、
ほ
と
ん
ど
政
治
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が

H
蓮
は
違
っ
た
。

幕
府
の
失
政
は
、
邪
教
を
取
り
立
て
て
擁
設
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
変
更
せ
よ
と
い
う
政
治
的
要
求
と
な
っ
た
。
こ

れ
は
ど
の
よ
う
に
理
由
づ
け
さ
れ
よ
う
と
、
「
猫
府
批
判
」
で
あ
る
。
こ
れ
で
「
危
険
視
」
さ
れ
な
い
は
ず
が
な
い
。
こ
う
し
た
政
治
性
は
、

今
日
で
は
創
価
学
会
と
立
正
佼
成
会
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
創
価
学
会
は
、
「
公
明
党
」
と
い
う
政
党
さ
え
形
成
し
て
い
る
。
宗
教
団

体
が
、
そ
れ
じ
た
い
で
政
党
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

政
治
の
前
線
は
、
言
築
に
よ
る
論
争
で
あ
る
。
鎌
倉
猫
府
や
他
の
宗
教
を
批
判
し
た
と
し
て
日
蓮
は
、

1
2
7
1
年
に
佐
渡
に
流
さ
れ
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楽
は
、

「法
華
経
」
の
み
で
あ
る
。
「
真
言
亡
国
、
禅
天
炭
、
念
仏
無
間、

律
国
賊
」
の
よ
う
に

激
し
く
他
宗

（兵
言
、
禅
、
念
仏
、
天
台
）
を
攻
撃
す
る
「
四
箇
格
酋
」
は
、
法
華
経
の
み
が
、

て
い
っ
た

経
の

「久
辿
木
仏
の
常
仕
」
、
「造
使
辺
告
の
料」
、
「勧
持
品
．

一卜
行
の
悩
文
」
を

「求
法
悪
机

て
、
塚
原
の
三
昧
党
と
い
う
荒
れ
呆
て
た
袋
地
の
小
欽
に
配
所
さ
れ
た
。
後
に
市
野
沢
に
移
さ
れ
る
ま
で
半
年
間
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
。

こ
こ
で
も
他
宗
の
俯
た
ち
と
の
間
で
、

「塚
原
間
答
」
を
戦
わ
せ
、

「
閲
11抄
」
を
沢
し
、

di野
沢
に
移
さ
れ
て
か
ら
は

「観

心`本
炸
抄
」

を
莉
し
、
初
め
て

H
蓮
宗
の
本
曲
と
さ
れ
る
法
華
＂
匹
袋
荼
羅
を
あ
ら
わ
し
た
、
と

一―r11
わ
れ
て
い
る
。

内
面
に
向
か
う
と
い
う
よ
り
は
、
と
も
か
く
も
論
争
を
挑
み
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
展
開
を
作
り
出
し
て
い
く
タ
イ
プ
だ
っ
た
。
論
争
は
、

勢
力
を
拡
人
す
る
さ
い
や
、
教
団
の
内
部
に
小
満
が
た
ま
り
、
分
裂
寸
前
の
と
き
に
は
し
ば
し
ば
起
き
る

じ
て
自
分
の
教
説
を
形
成
し
て
い

っ
た
。
佐
渡
で
の
ド
ロ
節
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
「
仏
法
に
お
い
て
、
お
だ
や
か
に
軽
悪
を

文
武
二
●
止
の
よ
う
な
も
の
。
さ
れ
ば
け
の
人
附
は
時
に
よ
っ
て
然
る
べ
き
法
を
行
っ
た
。
．．

．
．
 

な
ら
ぬ
」（「
佐
渡
御

凸

）。

こ
う
し
た
戦
い
は
、
ど
こ
か
で
終
わ
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は

も
う

一
っ
政
治
性
を
含
ん
だ
心
ぷ
教
的
体
質
に
、
「
未
法
Ill
心想
」
の
収
り
込
み
が
あ
る
。
法
華

の
相
」
に
相
当
す
る
と
解
釈
し
、
法
華
経
の
使
命
は
、
衆
生
の
救
済
を
且
指
す
も
の
だ
と
訴
え

11辿
に
と
っ
て
「
木
法
屯
制
の
衆
生
」
を
救
済
す
る
こ
と
の
で
き
る
唯

i
lli良
の

い
が
準
備
さ
れ
る
。

な
い
。
戦
い
が
次
の
戦
い
を
引
き
出
し
、

そ
れ
に
呆
敢
に
対
応
す
る
こ
と
で
、

さ
ら
に
次
の
戦

破
戒
や
無
戒
を
や
っ
つ
け
持
成
や
止
法
を
行
お
う
と
す
る
か
ら
に
は
、
語
戒
を
堅
く
守
ら
ね
ば

受
け
人
れ
説
得
す
る
摂
受
と
、

威
力
を
以
っ
て
巫
悪
を
打
ち
砕
く
折
伏
と
は
、
時
に
応
じ
て
使
い
分
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば

Iltに
い
う

だ
が

11蓮
は
、

論
↑
を
つ
う
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