
 
 

 
 

あ
り
、
内
容
の
強
調
に
 

 
 

り
、
 

 
 

ら
 後
の
宗
教
的
な
諸
 

 
 

 
 

ほ
、
ト
 の
の
）
。
そ
れ
は
、
 

 
 

 
 

と
し
た
と
い
ふ
（
 パ
 ・
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

目
指
し
、
且
つ
こ
の
 

 
 

 
 

対
立
し
絡
み
あ
 ひ
、
彼
 

 
 

 
 

弁
証
法
で
あ
る
と
い
ふ
 

 
 

 
 

 
 

キ
ヱ
 

た
し
か
 

か
ら
、
 

「
宗
教
的
 著
声
芝
 伝
達
の
 問
題
 

石
 

津
 

 
 

 
 

 
 

い
つ
て
ゐ
る
。
 

 
 

 
 

っ
 て
 ぬ
 る
の
だ
 

 
 

 
 

い
と
い
ふ
（
Ⅹ
・
 

照 

キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 
]
 

ル
に
於
け
 る
 



    

 
 

一
 

 
 

 
 

体
 の
 刺
 」
を
も
つ
て
 る
 

 
 

的
 関
係
に
立
っ
て
 ぬ
 た
（
せ
性
 
，
 Ⅹ
 、
の
 
P
 お
こ
 
お
、
 レ
目
幅
 
九
曲
、
の
・
 

ト
の
ゲ
円
ヴ
 

：
 

 
 

 
 

、
 *
 空
想
と
反
省
は
彼
 

 
 

 
 

に
 内
に
ひ
そ
ま
り
、
 表
 

 
 

 
 

ス
を
 漠
は
せ
て
・
こ
と
 

 
 

 
 

階
 」
 申
 「
 
負
目
 が
あ
る
 

 
 

 
 

げ
 」
等
を
手
に
し
て
、
 

 
 

 
 

。
事
件
と
い
ふ
よ
り
も
 

 
 

 
 

詩
人
に
な
っ
た
と
い
ふ
 

 
 

 
 

さ
げ
て
或
は
彼
女
と
の
 

 
 

接
の
事
跡
を
叙
べ
た
も
の
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

二
月
参
照
）
。
 

 
 

 
 

す
る
と
こ
ろ
の
詩
的
 

 
 

 
 

0
 人
に
は
理
想
が
な
い
 

 
 

 
 

っ
 の
で
は
な
い
。
単
に
 

 
 

 
 

し
て
 諏
刺
 的
で
チ
グ
ハ
 

 
 

 
 

困
難
を
反
映
す
る
。
 

 
 

 
 

・
 %
 
ミ
・
）
、
徳
久
し
か
 

  



々 自 りら 

の 役   

  
「 な ょ 

自 つ を 准 い と り の 著 す 
。 宗ス そ 実者 る 

ど な た 上事 的 数 は 改 し そ 
し 現 か て と を な に 草 草 て の 

ふ 著 た 

  

臣彼 

  

  セ ブ "@ そ 
こ 最 
に 初 
被 か 分 に 
の ら 

著最   
  



 
 

 
 

右
手
か
ら
は
宗
教
的
な
 

 
 

 
 

デ
 H
m
N
 
、
 g
 
H
O
 

）
。
 

そ
 

 
 

 
 

菓
ヒ
が
 出
さ
れ
、
爾
来
 

 
 

 
 

て
ゐ
る
。
（
 せ
性
 ・
 パ
、
 

 
 

 
 

は
 宗
教
的
な
書
と
さ
れ
 

 
 

 
 

「
宗
教
的
著
者
」
た
る
 

 
 

態
度
や
著
作
様
式
を
検
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

三
年
夏
、
同
じ
く
 四
 

 
 

 
 

ぞ
れ
の
時
期
に
お
い
て
 

 
 

 
 

つ
い
て
縦
横
に
交
鎖
し
 

 
 

 
 

転
回
中
、
重
要
な
も
の
 

 
 

 
 

 
 

的
 課
題
、
 キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 

 
 

 
 

 
 

正
す
る
も
の
 

で
、
そ
れ
と
の
重
複
を
さ
け
る
。
 

 
 

 
 

が
あ
っ
て
互
に
交
錯
  

 

四
 

 
 

 
 

功
罪
の
源
が
あ
る
。
 

一
 一
 



 
 

 
 

べ
て
こ
の
「
問
題
」
の
 

 
 

 
 

が
 、
 円
 後
書
 L
 が
次
の
 

 
 

の
こ
と
が
重
要
な
連
関
を
も
つ
て
ゐ
る
。
 

 
 

 
 

の
時
期
の
著
作
 は
詩
 

 
 

 
 

て
 実
存
す
る
目
標
と
し
 

 
 

 
 

い
 。
こ
の
書
の
内
容
に
 

五
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
転
回
 

 
 

 
 

二
年
の
 

 
 

 
 

美
的
」
 

 
 

 
 

び
 宗
教
 

 
 

 
 

た
な
 い
 

 
 

 
 

な
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
月
末
 

 
 

 
 

の
 金
箸
 

 
 

 
 

四
三
、
 

 
 

 
 

終
生
を
   

ふ
目
し
。
第
一
 

点
」
と
な
っ
た
 

交
か
ら
四
五
年
 

と
い
ふ
こ
と
は
 

的
な
る
も
の
が
 

か
か
る
態
度
 

な
ほ
こ
の
時
期
 

に
出
さ
れ
た
。
 

作
 活
動
を
通
じ
 

四
年
の
頃
に
 出
 

通
じ
て
全
著
作
 



 
 

 
 

の
 
Ⅱ
 臣
 ）
。
彼
は
未
だ
自
己
を
著
作
内
容
の
中
に
投
じ
て
、
 

お
い
て
は
同
後
書
し
も
 亦
た
 審
美
的
詩
人
的
で
あ
る
。
 

遡
っ
て
み
る
と
、
 約
 婚
の
破
棄
に
よ
っ
て
内
面
的
な
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
夏
か
ら
か
か
れ
た
。
 

自
己
の
可
能
性
に
沈
ん
で
神
と
の
関
係
に
生
き
る
 外
 

 
 

 
 

  

 
 

そ
れ
は
宗
教
的
な
る
も
 

 
 

も
の
の
範
囲
に
お
け
る
 宗
 

 
 

拐
 ・
 か
 
O
H
 
h
 

…
か
め
Ⅱ
 

片
 
：
 

 
 

 
 

"
"
"
"
 

/
"
 

Ⅹ
 

 
 

の
 匿
名
書
に
は
自
分
の
言
 

 
 

と
い
つ
て
ゐ
る
（
 由
、
の
 

 
 

は
な
い
。
著
作
の
態
度
に
 

の
 

 
 

 
 

を
目
 あ
て
と
し
て
自
己
の
 

 
 

こ
の
こ
と
を
彼
が
知
 っ
 

 
 

開
存
在
の
基
本
的
構
造
に
 

 
 

の
 講
書
に
お
い
て
、
す
で
 

 
 

客
体
的
な
事
件
に
托
し
て
 

 
 

や
 現
実
に
彼
か
ら
奪
は
れ
 

 
 

独
者
 或
は
例
外
者
と
し
 

 
 

」
こ
で
実
存
の
構
造
的
 究
 

 
 

問
 的
内
在
的
な
る
も
の
 一
 

 
 

諸
段
階
 L
 で
、
一
八
四
四
 

 
 



ま 生起 の と る の 従 万考 か   

と 審態 ぎ の も も 
  

の態 かと 見 起案 

ら く 

に 表白りを b 
    ク 

  
相 や こ し そ 至 
反 心 と た こ つ 
す 理 と の を て 
る 地 相 で超克   

7     

  

 
 



   
 

 
 

は
 違
っ
た
計
画
の
上
 

 
 

 
 

際
 的
で
あ
る
。
こ
と
に
 

 
 

 
 

ら
め
、
自
分
は
犠
牲
 と
 

とに ス知 となをに 

らコ 

コノ 

と 

  

、 段 を 

， 紳 易経学   
、 名 で の 

事 を あ や   件 用 ろ う 

っ お 1  に す 冊 只 、 に ひ が な 
と 被 い た 生 る の 管 よ る 、 著 
か は て 事 ぎ ま 数 票   つ 著 怜佳 
ふ 数 キ 件 よ と 説 教 て 者 も に 
こ 昇 り で ぅ も 喜吉 り 更 」 時携 

  



九
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
 訓
 

練
ヒ
は
 翌
年
の
九
月
に
）
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

が
 、
し
か
し
心
の
か
 

 
 

 
 

と
い
ふ
（
 円
ヴ
 
：
Ⅰ
 、
 

 
 

 
 

月
 に
出
さ
れ
た
が
、
 従
 

 
 

 
 

決
し
て
自
分
を
真
理
の
 

  

 
 

 
 

で
あ
っ
た
 

T
@
,
 

そ
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
と
 ワ
 
も
に
、
 拍
 
れ
ら
み
 
不
 

 
 

 
 

に
 筆
を
と
ら
う
と
 考
 

 
 

 
 

（
 
円
ヴ
 ・
 
、
 
Ⅱ
・
 か
 
Ⅰ
・
の
 

べ
 の
）
 
、
 

 
 

 
 

」
の
年
の
十
一
月
に
は
 了
 

へ
ら
れ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

の
の
 
ゆ
由
 
Ⅰ
の
㏄
 
嬢
曲
 
・
）
。
 

げ
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
 

 
 

 
 

近
く
目
。
 目
 
Ⅱ
コ
田
の
。
 

円
 

㏄
 木
 ：
の
 
色
 ・
 サ
せ
ト
 
・
 し
 （
 
u
.
 

お
 ㏄
 
9
 
 
や
㏄
 
つ
 
曲
に
あ
る
。
 



一
 O 

 
 

 
 

、
の
 
・
の
 
日
 
Ⅱ
）
 
0
 

 
 

 
 

動
 ぎ
を
感
じ
 

 
 

 
 

実
 、
率
直
端
的
 

 
 

 
 

己
 省
察
の
た
め
 

 
 

 
 

、
い
ふ
 べ
 き
こ
 

 
 

 
 

期
 が
続
く
の
で
 

四
 

 
 

 
 

0
 通
じ
な
い
 

 
 

 
 

解
の
新
し
い
 線
 
 
 

 
 

一
か
 は
キ
リ
ス
 

本
義
が
そ
の
 個
宥
め
 「
実
存
伝
達
」
に
あ
る
と
み
た
。
 

 
 

を
伝
 へ
る
。
 そ
 

 
 

 
 

う
な
い
。
わ
か
 

 
 

 
 

リ
ス
ト
 射
 ら
を
 

 
 

 
 

逆
説
な
る
 
キ
 

 
 

 
 

に
位
 め
 げ
ら
れ
 

で
あ
る
 ｜
し
 

 
 

 
 

な
 

 
 

 
 

如
何
か
と
い
ふ
 

 
 

 
 

に
ま
で
、
自
己
 

 
 

の と い る り 臥 ら れ ト や 子 
実 こ 。 伝 ス て なは 教曾盾 
存 ろ 其 達 ト す い人 の つ が 

あ と に に は 
る を c@, 彼 じ 

。 既 と は め 

10 

  



な
話
 ら
さ
 ほ
 げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
始
終
に
わ
た
っ
て
 
、
 

 
 

に
 検
し
、
且
つ
他
に
伝
 

 
 

 
 

、
か
か
る
と
こ
ろ
に
お
 

 
 

 
 

て
 人
々
に
 伝
 へ
よ
う
と
 

 
 

 
 

と
ら
し
め
る
に
は
、
 
如
 

 
 

 
 

て
、
伝
 へ
ら
る
べ
 
き
内
 

 
 

 
 

こ
れ
ら
の
問
題
と
問
題
 

 
 

 
 

 
 

 
 

き
面
す
べ
 き
 か
か
る
 

 
 

 
 

専
ら
こ
の
こ
と
に
関
す
 

 
 

 
 

づ
 げ
た
が
、
遂
に
自
分
 

 
 

 
 

キ
サ
ス
卜
者
で
な
い
と
 

 
 

 
 

、
 決
し
て
キ
リ
ス
ト
教
 

 
 

 
 

サ
ス
卜
者
で
あ
っ
た
で
 

 
 

 
 

し
て
考
へ
る
詩
人
的
な
 

 
 

 
 

、
必
至
の
道
と
し
て
、
 

 
 

 
 

い
靭
 
・
 ド
ヴ
 
Ⅰ
 目
、
の
 
・
㏄
Ⅱ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

か
ら
抜
く
こ
と
の
 
出
 

一
一
 

 
 

11 



二
一
 

 
 

 
 

っ
 た
そ
う
な
空
白
な
・
 

 
 

 
 

手
法
を
と
る
の
で
、
 
そ
 

 
 

 
 

て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

う
 に
、
故
意
に
著
作
の
 

 
 

 
 

に
は
、
そ
の
そ
う
な
 
方
 

 
 

 
 

る
か
ら
、
ま
た
著
作
の
 

 
 

 
 

か
ら
等
と
 ぃ
ふ
 。
 

 
 

 
 

集
 」
に
は
本
名
を
用
 

 
 

 
 

者
 の
も
の
は
「
審
美
的
」
 

 
 

 
 

に
よ
る
と
、
匿
名
と
い
 

 
 

 
 

い
ふ
の
は
、
著
者
も
亦
 

 
 

 
 

定
 的
な
或
る
高
さ
と
い
 

 
 

 
 

化
に
妨
げ
ら
れ
て
は
な
 

 
 

 
 

責
任
は
な
い
。
責
任
を
 

 
 

 
 

が
 、
匿
名
の
詩
人
に
 
托
 

 
 

 
 

に
 対
し
て
は
も
つ
と
 遠
 

 
 

 
 

謂
 は
ば
運
転
手
の
役
目
 

 
 

 
 

の
 考
へ
の
ま
ま
に
筆
を
 Ⅰ 2 



の 得 す ら の が や て に 者 駿 
主 

と の ら 9 編 や 事 
し 事 れ れ 集 5 % 

侍 は 常 連 が 。 し 、 彼 の 

る 理間 
  

。 由 に 

と そ   
通 烏 二， がるこ 対 。 と 理面 真 内なを ら相ふ い 

出 
。 伝 を 

な 

  

本 心 ル     
す る 読 の る 

る 実 る る へ る の 者 こ 人 
。 存 内 。 を 問 か は と 物 

そ に 容 " 文 題 。 寄は で 
ヰァ ヒ 

こお で か宗 は そ れに 字 
、 て 教に 識   

手 ら に " と 年 彼のに後 彼等『 れ は   を の 実 わ い 自 性 お 書   ちノ g  @  クマ s@  @  f "" ブ そ 修 福 か ふ 与 格 い 口 音 
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申
 ・
㏄
・
㏄
 

0
 ト
 ・
 由
 ・
 
曲
 ・
）
。
 

 
 

 
 

そ
れ
を
体
す
る
や
 
ぅ
 

 
 

 
 

が
わ
か
る
こ
と
が
 
出
 

 
 

 
 

な
わ
 げ
で
、
伝
達
は
直
 

 
 

 
 

心
境
に
つ
い
て
云
為
す
 

 
 

 
 

様
式
上
重
要
な
こ
と
で
 

 
 

 
 

重
要
な
要
処
は
間
接
的
 

 
 

 
 

は
そ
れ
と
連
関
し
た
こ
 

 
 

 
 

問
題
を
投
げ
か
け
、
 
相
 

 
 

 
 

「
弁
証
法
的
」
 
な
、
権
 

 
 

 
 

Q
b
D
 

（
（
 

p
 
：
ぃ
目
：
 め
串
 
：
 

と
す
る
と
ぎ
問
題
が
起
る
。
 
い
 ふ
 

と
、
通
約
出
来
ぬ
内
面
的
な
も
の
 

所
に
つ
い
て
み
て
も
、
同
じ
事
情
 

も
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
そ
こ
 

が
あ
る
の
で
、
伝
達
は
そ
の
形
式
 

と
が
、
言
葉
の
通
約
性
に
は
到
底
 

こ
ろ
の
、
内
容
な
の
で
あ
る
。
 ま

で
も
な
 

を
通
約
的
 

が
あ
る
。
 

に
も
断
層
 

の
上
か
ら
 

の
せ
 や
ぅ
 

   
 
 
 

 
 

 
 

 
 

っ
て
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
て
み
る
 

 
 

体
 的
内
面
性
へ
と
、
問
題
を
受
げ
こ
 

 
 

の
 断
層
が
あ
り
 

喰
 ひ
ち
が
ひ
の
箇
処
 

 
 

手
に
伝
へ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
こ
 

 
 

全
く
主
体
的
な
態
度
に
か
か
は
 

る
と
 



何
事
を
 、
 誰
を
相
手
に
 

し
伝
達
者
と
し
て
の
 キ
ヱ
 

た
し
か
に
本
質
的
に
い
つ
 

は
る
問
題
で
あ
る
。
此
方
 

勘
 く
と
も
さ
 う
 い
 ふ
 わ
 け
 

更
 ら
に
こ
の
外
に
あ
る
。
 

キ
ヱ
ル
ケ
ゴ
 
l
 し

て
 伝
 へ
る
 

の
 グ
ゴ
 一
 の
 

て
 、
伝
達
を
 

の
語
り
手
が
 

に
な
る
。
ば
 

か
に
於
け
る
「
 宗
教
的
若
者
」
と
伝
達
の
間
接
 

一
五
 

 
 

 
 

 
 

ほ
 げ
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
を
辿
っ
た
。
し
か
 

 
 

な
ら
ぬ
理
由
は
以
上
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
 

 
 

か
と
い
ふ
課
題
は
、
相
手
そ
の
人
に
か
か
 

 
 

曝
 の
い
て
 ゐ
 て
よ
い
筈
で
あ
る
。
一
応
 は
 

 
 

た
 、
そ
の
人
と
し
て
の
、
重
要
な
理
由
は
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
 
入
り
放
し
で
は
い
 

け
 

 
 

 
 

を
 
語
る
に
際
し
て
は
、
 

 
 

 
 

し
、
 

実
は
 

、
伝
 
へ
よ
 

う
 

 
 

 
 

・
め
の
 

味
 
Ⅰ
卍
の
吋
ト
コ
ロ
）
：
 

 
 

 
 

に
な
る
。
そ
れ
が
 

れ
づ
 

 
 

 
 

い
 （
 
パ
、
の
 

㏄
・
 

H
q
 

、
の
 

ゲ
 

 
 

 
 

さ
げ
て
自
分
を
語
る
こ
 

 
 

 
 

う
 
に
 
仕
 
む
け
る
こ
と
が
 

 
 

 
 

口
ガ
 

。
 
幅
三
 

n
o
 

）
に
 

｜
恰
か
 

ひ
 
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
が
 

、
 
の
田
お
 

ど
 の
 
9
%
 
ト
 
ヒ
ア
コ
 

M
H
P
.
 

）
。
 

  



彼
が
射
ら
に
体
得
し
、
 

の
 「
如
何
」
を
人
に
も
 語
 

る
 。
彼
は
こ
の
こ
と
を
 覚
 

と
い
ふ
こ
と
は
既
に
司
 諸
 

し
 、
そ
の
後
彼
の
努
力
に
 

で
な
い
と
こ
ろ
の
、
或
は
 

ト
 教
の
こ
と
を
語
る
に
 分
 

ト
 教
の
こ
と
を
語
っ
て
も
 

の
で
あ
る
。
た
だ
只
管
 相
 

あ
る
が
（
Ⅹ
 、
 の
の
の
 
H
h
 
：
 

弁
明
は
更
ら
に
続
い
て
 

の
は
内
面
的
で
あ
り
、
 内
 

な
る
も
の
を
 伝
 へ
よ
う
と
 

難
 的
に
な
る
。
し
か
し
そ
 

が
 常
に
そ
れ
を
心
が
 け
た
 

｜
 。そ
れ
 故
 著
者
と
し
 

こ
の
そ
う
に
、
彼
の
著
 

の
 著
者
た
る
資
格
と
い
ふ
 

一
山
、
 

ノ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

負
 は
な
い
。
権
威
づ
け
る
も
の
な
し
で
語
る
と
い
ふ
 

 
 

 
 

 
 

に
ふ
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

己
 発
展
で
も
あ
っ
た
（
が
い
Ⅹ
、
 拐
 ・
 H
o
 
べ
 
h
 ：
 m
 の
）
 

 
 

9
 
%
 の
）
。
 

 
 

 
 

 
 

が
 通
約
的
な
文
字
に
の
ら
な
 い
 性
質
の
も
の
な
の
で
、
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キ 
  

ノン 

  
  
  
ノン 

  
於 
  
  

「   

示胡迅 

的 
時 

者 」 
  
伝 
達 
  
問 
且 

  
セ 

  17   

た
づ
さ
 は
 

に
安
ん
じ
 

と
も
出
来
 

「
あ
れ
か
 、
 

 
 

 
 

か
の
七
本
 
数
性
 

 
 

 
 

性
な
う
る
こ
 

 
 

 
 

臣
 ）
。
そ
れ
が
 

 
 

 
 

に
レ
ギ
 一
ネ
 

 
 

 
 

な
る
と
い
っ
た
具
合
の
 

 
 

 
 

E
.
 
曲
 ・
）
。
 

 
 

 
 

昭
和
一
八
、
一
 0
 、
 一
 

 
 

 
 

セ
 八
頁
以
下
、
北
 

 
 

一
 
・
 
0
 月
 ）
参
照
。
 

ユ
 
・
 
"
 

Ⅹ
 
Ⅰ
 
，
 

 
 

 
 

を
あ
げ
る
。
著
作
に
 

 
 

 
 

断
と
に
課
題
を
ゆ
だ
ね
 

 
 

 
 

の
人
な
る
相
手
を
困
惑
 

 
 

 
 

は
そ
の
そ
う
な
人
で
は
 

 
 

 
 

学
の
正
統
や
体
系
 な
顧
 

 
 

 
 

語
り
手
が
射
ら
に
事
記
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
 出
来
な
い
か
ら
、
 
わ
 

 
 

 
 

は
な
く
、
端
的
に
宗
教
 

 
 

 
 

り
 隠
れ
て
、
語
る
こ
と
 



 
 

 
 

自
己
の
中
に
 

輯
晦
 

し
て
 

 
 

 
 

か
な
満
足
を
感
じ
た
 

 
 

 
 

が
あ
る
が
、
と
く
に
 

初
 

 
 

 
 

間
 
と
断
ち
自
己
を
孤
立
 

 
 

 
 

・
 
ふ
い
 

の
㏄
 

，
め
 

㏄
 
h
.
 
：
一
の
の
）
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
八
 

 
 

 
 

に
 及
ん
で
、
彼
は
外
部
 

 
 

 
 

し
 と
に
つ
い
て
、
後
年
 役
 

 
 

 
 

て
の
こ
と
に
絶
望
し
 、
 



ふ
れ
る
。
 

 
 

 
 

う
 に
人
を
導
か
う
と
 

 
 

 
 

こ
の
段
階
の
匿
名
性
は
 

 
 

 
 

す
 」
こ
と
に
あ
る
が
、
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
で
あ
る
。
 著
 

 
 

 
 

」
 は
 誘
導
が
な
さ
れ
な
 

 
 

 
 

こ
と
は
さ
き
に
間
接
的
 

 
 

 
 

て
 偶
有
 の
 キ
サ
ス
ト
 教
 

 
 

 
 

も
の
で
、
そ
の
伝
達
の
 

 
 

 
 

的
伝
達
が
用
ひ
ら
れ
る
 

 
 

 
 

は
 彼
自
身
の
著
作
の
意
 

 
 

 
 

伝
達
の
た
め
に
 ソ
ク
ラ
 

 
 

 
 

の
へ
む
 げ
て
の
間
接
的
 

 
 

 
 

れ
て
ゐ
る
が
、
す
で
に
 

 
 

 
 

口
 （
Ⅱ
）
：
 

い
い
 
u
 、
 由
 ・
の
の
・
 

の
 
N
H
 
由
 ・
・
㏄
 

O
H
h
.
 

、
 の
む
の
 

h
.
 

）
。
 

 
 

 
 

味
 に
お
け
る
匿
名
の
 

 
 

 
 

。
従
来
の
態
度
や
手
法
 

 
 

一
九
 

I9 



二
 O
 

 
 

 
 

作
 に
お
け
る
行
為
的
責
 

 
 

 
 

続
 げ
ら
る
 べ
 菩
 

㌔
 
な
 い
 

 
 

れ
て
ゐ
る
（
 目
 、
臼
 
ゅ
ミ
 ・
 パ
 、
リ
ト
 0
 ）
。
 

 
 

 
 

時
に
深
甚
の
内
面
的
 

 
 

 
 

る
病
 L
 と
ロ
 キ
サ
ス
ト
 

 
 

 
 

作
 と
し
て
、
面
責
 に
於
 

 
 

 
 

し
て
 キ
ヱ
ル
ク
 ゴ
ー
ル
 

自
身
の
名
が
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
 

七
 

 
 

 
 

上
 で
の
筈
の
も
の
 

 
 

 
 

は
め
 る
が
、
し
か
し
、
 

 
 

 
 

々
 な
わ
 げ
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

も
の
と
い
ふ
。
こ
れ
と
 

 
 

 
 

ず
唯
だ
浬
 転
手
や
 

 
 

 
 

審
 の
つ
も
り
で
あ
 

 
 

 
 

ね
 た
（
 く
住
 ・
 ヌ
 

 
 

 
 

 
 

に
 彼
が
教
会
 

 
 

 
 

一
八
四
九
年
の
豆
 

 
 

 
 

相
違
は
な
い
由
で
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-
 
一
一
 

2
1
 

 
 

6 分 た 期は キ ほれ 難て 
者 そ だ 。 す り ヱ り は す キ ク 
は れ と だ る こ た に 誰 る リ リ 

権 は 一 

客人 

  
ば く   

し 仕 口 る る る 標 の リ ンやら白 のに 

い と 

（を 後伝   
参得 充 つ ら や る と そ 批 し と 崇 たし 一と 



し て 白り 名 そ 名 紳 ル イ 間 思 リ 

た ゐ で が の に い ク ク こ 接 ひ ス 次 
匿 る   
  

で射 、 らいれは もろにの 理手とス 相 ルク裏 を 話めと語 導ぬ借 ら 

  
態 は り " 本 る で が 煮 た 法 " ゐ 手 

  

  
こ 界 

で 貴著 資 る の い に 

  
  は は キ 

照
 ）
。
 

の
で
 

と
は
 

か
ら
 

 
 

神
異
に
お
い
て
 

 
 

か
る
資
格
で
語
る
こ
 L
 

 
 

す
ぎ
な
い
（
 
パ
 ・
 お
 ・
 

 
 

」
と
も
し
な
い
。
 

で
は
な
く
、
そ
の
此
岸
 

こ
が
出
来
る
の
は
摂
理
に
 

目
 
り
い
 

一
 0
 ら
 （
 
ノ
 
（
Ⅱ
 

ツ
・
 

№
 ト
 
0
%
 
）
。
 
従
 一

一
一
一
 

な
る
人
問
 

よ
 る
。
 そ
 

つ
て
彼
の
 

 
 

 
 

性
の
範
囲
で
語
る
 

れ
枚
彼
の
語
る
こ
 

伝
達
に
は
神
の
質
 

  



 
 

 
 

 
 

一
一
一
一
一
 

 
 

 
 

 
 

 
 

味
の
展
開
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

使
ひ
，
賭
 し
て
誘
導
し
 

 
 

 
 

ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
か
 

 
 

 
 

。
こ
こ
に
彼
の
謂
ゆ
る
 

 
 

高
い
立
場
で
あ
る
が
、
上
の
そ
う
な
謂
で
ア
ン
テ
 

 
 

）
。
 キ
ヱ
ル
ク
ゴ
一
め
 そ
の
人
に
と
Ⅰ
て
は
、
ア
ン
 

 
 

的
で
あ
る
（
が
 、
田
レ
 き
、
 円
 ㌢
Ⅰ
 、
 田
さ
 h
.
 

）
。
 

 
 

の
 書
は
 、
 真
に
キ
リ
ス
卜
者
た
る
こ
と
と
自
分
と
の
 

 
 

ど
す
（
が
 、
 叩
き
 0
 レ
コ
 
目
 し
。
そ
れ
赦
書
中
に
お
か
 

 
 

、
自
分
の
自
己
教
育
の
目
あ
て
，
で
あ
る
（
Ⅹ
 
、
の
 
㏄
 

 
 

の
 著
作
の
伝
 へ
 5
6
 

分
限
が
「
詩
人
的
」
で
あ
る
こ
 

 
 

に
ヨ
 一
つ
の
倫
理
的
宗
教
的
小
論
文
 
ヒ
 で
き
め
ら
れ
 

 
 

れ
は
権
威
に
お
い
て
で
な
く
、
反
省
か
ら
反
省
へ
 

 
 

し
の
そ
う
な
意
味
で
 ク
弗
 マ
ク
 ス
 に
対
立
す
る
ア
ン
 

 
 

が
 出
来
、
門
死
に
至
る
病
 L
 や
 コ
キ
サ
ス
ト
教
へ
の
 

 
 

 
 

八
 

ィ
 ク
リ
マ
 ク
ス
 は
従
来
の
匿
 

テ
ィ
ク
リ
マ
ク
ス
書
は
理
想
 

自
分
は
書
中
に
議
さ
れ
る
 ょ
 

間
 の
あ
の
質
的
な
無
限
な
距
 

れ
た
目
印
は
他
人
を
裁
 

ト
の
 
9
 
 
ト
 
由
 
5
 
 
円
 汗
目
 ・
の
・
 

と
を
は
つ
ぎ
り
と
決
定
し
て
 

た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
 

と
 語
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
 

テ
ィ
ク
リ
マ
 ク
ス
 の
立
場
に
 

訓
練
」
は
自
分
に
と
っ
て
 有
 



  

方 ト で彼動 の 即 る Ⅰれ 台 た 一 て 自 
を 者 あ の の 反 ち か 真   

し てしが者 とる 著限省キも理 界 ヘ リ 知の * され受にあ のこ 問 
ゐ て （ と が ま ス れ証 こ ・。 ば け 、 つ で の 題 

なる著たあ こは 

  ま る 為 人 今 一 と 

、 そ 責 真 問 四 ろ 

0 位 と 」 つ ア   

  

雇畏は 

ら の 囲 か 自り の に 

0 分 た 攻 

    
      

目いサふ ・ ひス のに活字。 親作 栢 たさ れ   も の っ の ね 彼 

  
 
 

 
 

 
 



 
 

二
五
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ね
が
ふ
 。
 

 
 

 
 

を
も
た
ら
し
、
権
威
を
 

 
 

 
 

と
の
出
来
る
そ
う
に
 場
 

 
 

片
 ）
。
 

 
 

 
 

つ
れ
も
ヒ
ル
シ
新
訳
の
 

 
 

 
 

0
 
Ⅱ
 
@
 
 
甘
ヴ
 
e
 
Ⅱ
㏄
の
神
Ⅰ
 

円
 

 
 

 
 

ト
 ・
 し
 0
 
（
 
コ
の
 
（
 臣
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「
自
己
省
察
の
た
め
 

 
 

 
 

徒
 的
な
書
で
あ
ら
 う
 

 
 

 
 

｜
め
 が
最
後
の
段
階
に
 

 
 

 
 

書
中
で
も
い
つ
て
 る
 

 
 

 
 

靱
繍
 
Ⅱ
宗
教
的
小
論
文
 
ヒ
が
 

 
 

 
 

る
 主
題
を
扱
 ひ
 、
権
威
 

 
 

 
 

の
 可
能
性
に
対
す
る
 
鍵
 

 
 

・
 田
ト
 き
レ
口
目
・
）
。
 

 
 

 
 

て
 全
く
決
定
的
で
、
 
自
 

 
 

 
 

P
g
 
レ
 目
早
）
。
従
っ
て
 



 
 

 
 

結
論
で
も
あ
る
命
題
の
 

検
討
か
ら
始
め
る
。
 

 
 

 
 

の
右
の
命
題
は
日
本
 

 
 

ぇ
 ら
れ
る
 

 
 

%
 自
身
充
分
 気
づ
ぃ
 

 
 

人
の
夫
々
の
自
己
 

 
 

題
 で
あ
り
、
解
答
を
 

 
 

も
あ
り
え
な
い
と
い
 

 
 

問
題
は
各
人
の
存
在
 

 
 

敢
 て
そ
れ
を
企
て
 

外
 な
ら
な
い
。
 

 
 

う
 P
 
.
 

テ
ィ
 

リ
ッ
 

 
 

題
 

 
 

人
の
 

 
 

い
る
 

 
 

る
問
 

 
 

っ
 て
 

 
 

の
 す
 
こ
 

 
 

目
十
 

  

神
崎
大
六
郎
 

 
 

 
 

が
こ
こ
で
真
正
面
か
 

申
 

せ
し
 

4
%
 

存
在
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本
 ス
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
 れ
 

 
 

 
 

二
セ
 

神
と
存
在
 

コ
，
 

（
 

同
 
（
 

こ
の
 二
 

が
 必
要
 

コ
，
ノ
ト
 

「
 ・
 

し
て
 提
 

随
っ
て
 

も
の
 L
 

（
 
同
 

提
示
さ
 

て
い
る
 

こ
の
 

つ
い
て
 

在
 そ
の
 

は
、
神
 

る
こ
と
 

テ
ィ
 

神
 
（
と
）
は
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
 

神
 が
存
在
そ
の
も
の
（
 た
 の
）
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 詳
し
い
分
析
 

 
 

い
の
で
直
に
本
論
に
入
る
こ
と
と
す
る
。
（
 
華
 ）
 

 
 

 
 

の
の
 偉
ヰ
ヒ
 

0
n
 
田
と
 

 
 

 
 

こ
と
に
な
る
。
 

 
 

 
 

る
司
 存
在
そ
の
 

で
あ
る
」
と
云
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

い
も
の
と
し
て
 

 
 

 
 

が
 求
め
、
論
じ
 

 
 

ら
れ
て
い
る
「
 神
ヒ
 で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

 
 

あ
っ
て
そ
れ
に
 

 
 

 
 

の
宙
宮
 
。
 
0
 け
は
「
 
存
 

 
 

 
 

、
 Ⅱ
の
場
合
に
 

 
 

 
 

答
え
ら
れ
て
 ぃ
 

に
な
る
。
 

 
 

 
 

る
か
ら
、
右
の
 



二
八
 

し
ろ
円
の
意
味
で
い
つ
て
い
る
よ
 う
 に
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

ぅ
 命
題
を
提
出
す
る
の
 

 
 

 
 

の
、
 他
の
存
在
者
と
並
 

 
 

 
 

な
ら
な
い
 

。
 

1
 

こ
れ
が
 

 
 

 
 

と
は
存
在
そ
の
も
の
で
 

 
 

 
 

破
綻
が
あ
る
 よ
う
 に
 思
 

 
 

 
 

故
 
。
 
援
 色
コ
 抽
い
 抜
の
目
汁
 

0
0
 
田
 。
と
い
わ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

命
題
 中
 の
。
 ぢ
 。
 を
 

 
 

 
 

 
 

。
ま
た
神
と
存
在
 そ
 

 
 

 
 

そ
の
も
の
と
が
相
互
 嵌
 

 
 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 0
 

 
 

 
 

単
に
平
面
的
に
二
つ
の
 

 
 

 
 

は
あ
る
に
し
て
も
一
層
 

 
 

 
 

る
べ
 ぎ
で
あ
る
と
す
る
 

 
 

 
 

す
る
た
め
に
は
む
し
ろ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
が
、
そ
の
目
的
は
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め そ も 諸 に る を 我で る 念 の と た 決 

つ ソ サ   

存 つ と ら は そ の 」 者 が な は 出 で り 「 で そ を 

  

  
も と て の 述 ぅ と 味、 も と でが じ で の 通我 
一 し 我 も 語 こ は の の つ は あ で あ も り 々 
っ て 々 の 

の 扱 は は   
在 て在 語 学 こ ろ あ と る すは命 の か は こ 

老 い そ と に と う り い 目 な 如 題 こ は 一 に 

い に と う 

え 子 し こ 
な 盾 て と 

二でるてい 九あ 。 

  一 ブ "  ノ 」 @ 

ィ と 

テ で 

Ⅰ あ   ゼ っ 

  



 
 

 
 

6
 
名
詞
 

 
 

 
 

 
 

し
て
「
こ
と
」
で
言
い
表
し
て
も
事
情
は
変
ら
な
い
。
 

 
 

に
 
用
い
 

 
 

 
 

詞
の
形
 

 
 

 
 

そ
の
も
 

に
 
関
る
問
題
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

。
或
る
 

 
 

 
 

と
い
う
 

 
 

 
 

わ
れ
て
 

 
 

 
 

存
在
者
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
場
 

在
 そ
の
も
の
」
 

そ
の
こ
と
」
と
 

ら
れ
る
の
に
 対
 

や
は
り
判
断
の
 

で
 表
現
し
て
も
 

的
な
用
法
で
あ
 

の
の
根
本
性
格
 

お
ょ
そ
 何
か
 

も
の
（
或
は
「
 

こ
と
で
あ
る
。
 

い
ろ
。
「
考
え
 

と
 絶
対
に
区
別
 

い
こ
と
に
な
る
 

凡
そ
そ
れ
に
 
っ
 

を
在
 論
 自
体
 

Ⅱ
存
在
者
 

し
て
取
出
さ
れ
 

㈲
そ
れ
を
 

30 



 
 

 
 

と
い
う
判
断
の
構
成
 要
 

 
 

 
 

は
 出
来
な
い
。
 

 
 

 
 

」
こ
と
自
体
の
変
革
 

 
 

 
 

る
の
で
な
く
、
主
体
と
 

 
 

 
 

こ
と
が
成
立
す
る
こ
と
 

 
 

 
 

」
が
「
あ
る
」
を
対
象
 

 
 

 
 

「
あ
る
」
と
な
る
。
 そ
 

 
 

 
 

」
は
「
考
え
る
」
を
 離
 

れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
 

 
 

 
 

ガ
 ー
で
あ
る
。
戦
後
 

 
 

 
 

る
こ
と
が
我
々
の
当
面
 

 
 

 
 

㈲
の
点
に
と
ど
ま
 っ
 て
 

今
少
し
残
さ
れ
た
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
 

 
 

 
 

て
は
ど
う
し
て
も
 存
 

 
 

 
 

の
と
い
う
存
在
者
の
存
 

 
 

 
 

 
 

の
中
に
次
元
が
設
げ
ら
 

 
 

 
 

分
節
」
よ
り
も
こ
の
際
 

 
 

 
 

る
が
、
そ
れ
が
「
存
在
 

一
一
一
一
 

%
 
と
 

存
在
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が
 成
立
す
る
と
き
に
は
主
体
が
い
わ
ば
 

し
て
い
て
そ
の
二
者
が
結
び
っ
く
こ
と
 

味
 で
の
主
体
の
存
在
は
も
の
と
し
て
の
 

空
間
的
・
時
間
的
な
存
在
者
で
も
な
い
 

休
と
 離
れ
て
、
例
え
ば
身
体
に
や
 ど
る
 そ

の
裏
側
に
常
に
成
 

に
よ
っ
て
経
験
が
成
 

対
象
の
存
在
と
は
 全
 

。
自
己
の
身
体
も
ま
 

と
い
う
よ
う
な
仕
方
 立

し
て
 

立
す
る
 

く
別
の
 

た
 対
象
 

で
 身
体
 

 
 

別
々
に
存
立
 

 
 

よ
う
な
 意
 

 
 

な
い
し
、
 

 
 

も
 主
体
は
身
 

 
 

体
を
通
し
 

  

 
 

 
 

意
味
で
も
な
い
。
対
象
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
 

 
 

し
 
仮
に
或
る
一
定
の
観
点
を
設
け
て
、
い
わ
ば
或
る
」
 

定
の
座
標
を
定
め
る
こ
 

 
 

可
能
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

に
異
 

る
と
考
え
ら
れ
 

 
 

 
 

も
の
」
は
対
象
と
し
て
 

 
 

 
 

止
 
す
る
他
者
と
し
て
の
 

 
 

 
 

捷
 
さ
れ
て
い
る
。
前
提
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や さ 去 れ り 存 の と る 我 一 は に め て 

る定 「 考可存 ， 「 ，     

ぅ 帯 こ く す て げ合 、 と 

々 対 体 い 杏 こ 

て ・ も は で 
一 の お は 

  

般 
ヰァ 甲 

す と 先 を け は 「 の ィヒ 象 
る か に を 
と を 述 た ば に 通 

し 
い指 う示た べ て 
の し が で 
で て   
は い そ の 「 で と   

そ も あ 」 出 の 称 に な が 質 れ 
やま     

概 の に の に 思 「 主 
念 際際 」 っ 若主   体 
と " し 乃 
そ 概 て 至   自 、概 れに一一一一一一 念が と 「 念 さ   已 
対 こ 念 そ こ を え こ る の 経 も 出 の は 
応 ち は の と 形 も と の 存 験 の さ 」 成 
す ら 主 
る 御 体 し 
「 に の 

                                        立 

  な 
も 、 倶 Ⅱ め い こ と て   い も い れ る こ 「 

に （ と こ 二 
  

」 「 与即 」 と 次 主   と こ か ち の 」 白 9  株 



無窮 の 係 種 て い る 称 我 ず れ 説 ・ る 必   小土 

限極 」 は の い の の せ 「 の 下 る 明 。 ず 概 同 

三
四
 

 
 

 
 

存
在
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

来
な
い
。
概
念
 は
 

 
 

 
 

理
解
さ
れ
て
 ぃ
 

 
 

 
 

乱
雑
に
枚
挙
的
に
 

 
 

 
 

抽
象
名
詞
で
呼
ば
 

 
 

 
 

定
義
も
分
類
も
先
 

 
 

 
 

る
 。
随
っ
て
 今
我
 

問
題
で
あ
る
 神
 、
存
在
を
始
め
と
し
て
、
自
己
、
 
無
 、
 世
界
等
も
含
め
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

 
 

」
は
抽
象
概
念
と
 

 
 

 
 

宜
 的
な
呼
称
で
あ
 

 
 

 
 

て
し
か
成
立
し
な
 

 
 

 
 

と
い
う
面
を
も
つ
 

 
 

 
 

と
い
う
語
が
或
る
 

 
 

 
 

」
と
」
と
の
こ
の
 
関
 

 
 

 
 

「
関
係
」
を
「
も
 

 
 

 
 

説
明
す
る
こ
と
は
 

 
 

 
 

じ
て
そ
の
関
係
も
 

 
 

 
 

か
と
思
わ
れ
る
。
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方 で 解 合 

。 る と る 々 精と漠 」 。 一 新 」 

、 ぅ も 

  。 れ れ 観 招来 解 成立 

  「が 、 の 察 定の 象で ゆ 「 
こ 「 予 」 す の場 と あ え も   と あ め が る 関 合 い ろ 日 の 

も の 他 は詳 」 る 「 あ こ 係 に つ ぅ 常 」 
の 「 の 、 し と 」 も る と に は て 。 的 が 

十ま ょ 却 も そ な 、 
しとのと てい」 い こ つ つ 大 の 経 即   て 差 ょ 験 ち 

とじ 体 と， 「 主 こ   

「 と と 十た丈二 の た と い 理 い の 

当 な 考 と 解 て 集   
」 の 立 の 0 合 ら わ 仕 と の 
と で し 目 が れ れ方 も 「 

も ら た 象 し 」 
だ 学 て が 
" 自り " 新 

一一 「 こ 方法 学問 

と の 自り 定 
」 原 な の   の 坦坦 集 



 
 

冗
 的
な
断
絶
が
あ
り
、
 

 
 

間
 に
は
断
絶
が
あ
る
。
 

 
 

応
の
関
係
が
な
け
れ
ば
 

 
 

が
 
，
 

そ
れ
ら
の
間
に
は
も
と
よ
り
単
な
る
断
絶
だ
け
で
は
 
な
 

 
 

神
 

 
 

 
 

あ
る
こ
と
は
い
 う
 ま
で
 

 
 

 
 

そ
し
て
そ
の
「
 力
 」
 が
 

 
 

 
 

ヒ
の
 考
え
よ
う
と
し
て
 

 
 

 
 

因
も
実
体
も
考
え
ら
れ
 

 
 

 
 

神
 」
と
名
づ
げ
ら
れ
、
 

 
 

 
 

か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

考
え
方
で
は
扱
い
 ，
ぇ
 

 
 

 
 

こ
で
は
更
に
次
元
が
異
 

 
 

 
 

そ
れ
を
思
考
が
取
扱
 う
 

 
 

 
 

ヒ
 も
そ
の
こ
と
を
 展
 々

 

 
 

 
 

け
れ
ど
も
問
題
は
彼
が
 

 
 

 
 

る
 。
私
の
考
え
に
ょ
 れ
 

 
 

 
 

が
 、
「
 神
 」
に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

決
し
て
直
接
的
で
は
あ
 

 
 

 
 

あ
る
と
い
う
こ
と
」
と
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で
あ
る
と
い
つ
て
 

よ
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

げ
 
す
 n
o
 

ヨ
 
n
o
 

目
の
甘
の
口
三
日
の
富
 

モ
 、
と
い
う
に
せ
よ
 

。
 
汀
田
コ
め
 

ぎ
 臼
 。
 

 
 

 
 

て
い
る
も
の
に
到
達
す
 

 
 

 
 

ッ
ヒ
 
の
定
式
を
借
用
す
 

 
 

 
 

だ
け
が
可
能
で
あ
っ
 

 
 

 
 

ぅ
 の
で
は
な
い
。
た
だ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
時
間
的
に
も
原
理
的
 

 
 

 
 

態
の
関
係
で
あ
る
だ
 

け
 

 
 

 
 

」
は
、
神
学
的
思
考
が
 

 
 

 
 

せ
る
主
体
で
あ
る
。
 

神
 

 
 

 
 

る
と
我
々
は
云
 

う
 こ
と
 

 
 

 
 

が
 直
面
す
る
の
は
、
 

決
 

 
 

 
 

に
 直
接
的
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

「
 
神
 」
を
も
、
「
 

そ
 

神
と
存
在
 

二
セ
 



 
 

 
 

」
に
対
し
て
も
主
体
的
 

 
 

 
 

「
関
係
そ
の
も
の
」
 

 
 

 
 

の
と
し
て
成
立
す
る
。
 

或
る
関
係
が
無
意
味
な
関
係
で
あ
る
場
合
に
さ
え
も
、
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

を
 既
に
示
し
て
い
 

 
 

主
体
と
い
う
「
も
の
」
と
が
予
め
別
々
に
存
立
し
て
、
 後
に
始
め
て
そ
れ
ら
の
 

 
 

 
 

主
体
の
関
係
に
お
い
て
 

 
 

 
 

関
係
が
神
関
係
と
し
て
 

 
 

 
 

も
 、
生
命
と
か
精
神
と
 

 
 

 
 

と
の
密
接
な
連
関
の
も
 

 
 

 
 

の
 関
係
に
は
絶
対
に
還
 

 
 

 
 

教
は
文
化
に
、
神
学
は
 

 
 

 
 

上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
 

 
 

 
 

体
 的
な
或
は
肉
体
的
 

 
 

三
八
 

 
 

 
 

 
 

」
と
が
出
来
な
い
。
神
学
 

 
 

 
 

空
間
的
な
、
物
体
的
な
 

 
 

 
 

は
 上
、
神
関
係
は
「
も
 

 
 

 
 

る
 関
係
以
外
の
何
も
の
 



 
 

 
 

「
こ
と
」
に
も
還
元
さ
れ
 

 
 

 
 

新
な
 概
念
の
媒
介
を
要
 

 
 

 
 

が
 「
あ
る
し
と
い
わ
れ
 

 
 

 
 

不
可
還
元
性
は
、
物
体
 

 
 

 
 

が
 後
項
の
媒
介
で
あ
り
 

後
項
の
 

 
 

 
 

で
は
な
 ノ
ヘ
、
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
生
物
は
決
し
 

 
 

 
 

も
 物
質
に
還
元
 し
 尽
さ
 

 
 

 
 

が
 見
ら
れ
る
。
そ
し
て
 

 
 

特
に
顕
著
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

サ
 ス
ト
 教
 信
仰
の
特
 

 
 

 
 

に
 対
し
て
は
そ
れ
が
 強
 

 
 

 
 

、
宗
教
は
成
立
し
な
 

 
 

 
 

な
、
 或
は
単
に
原
理
的
 

 
 

 
 

と
、
 主
と
 、
 父
と
呼
ば
 

 
 

 
 

何
れ
も
比
論
的
乃
至
 象
 

 
 

 
 

こ
れ
ら
の
説
明
は
神
 関
 

 
 

 
 

て
 、
対
物
関
係
や
人
間
 

三
九
 

神
と
存
在
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区
別
さ
れ
る
。
「
 
こ
 

 
 

 
 

「
こ
と
ば
」
は
媒
介
で
 

 
 

 
 

示
し
表
現
す
る
に
当
 つ
 

 
 

 
 

る
 新
し
い
事
柄
が
提
示
 

 
 

 
 

」
と
ば
で
表
現
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

え
る
こ
と
が
出
来
ず
 
、
 

 
 

 
 

や
 事
柄
が
こ
と
ば
を
 
媒
 

 
 

 
 

の
 仕
方
に
は
種
々
の
場
 

 
 

 
 

の
と
は
何
か
の
意
味
で
 

 
 

 
 

0
 対
比
に
お
い
て
始
め
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
た
「
か
み
」
と
い
 

 
 

 
 

の
も
と
に
そ
れ
か
ら
の
 

 
 

 
 

れ
ら
れ
た
時
に
も
考
え
 

口
 O
 

4
0
 

 
 

 
 

っ
て
対
物
関
係
や
人
間
 

そ
 
「
 
言
 」
は
神
関
係
を
表
現
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
 

 
 

  

 
 

な
ら
な
い
。
併
し
 凡
 



れ体そ % 避 ら   
在 べと 

こ り 二 る 巨体 の 留 る も と 神 の 
の の つ 関 の が 関 意 こ な し 関 で 

い べ て 主 と あ 体 な 、 語 げ を ら   関 こ も 立 の て と は な の れ ど し   

  

休 閑 意 の す こ 見 に れ こ 人 傑 
し   べ場 お 関 言 

て 合 い 係 で 
（ に て と 表 

主 こ 形 成 に ら 対 地 は 学 し 現 
体 の 饗 立 お な 象 の   に て す 
か よ し す い い の 場 言 人 、 る 

ら 3 合 る て 。 度 合に 間 成 た 
の ほ う の は 人 面 に お 閣 上 め 
制場 こ で 自 格 で も い保 す 仁 
約 に と あ 己 関 あ 書て だ る は 
に お に る の 係 る 及 も げ よ 火 
よ い よ が 主 は 。 び 事 が ぅ 格 

  っ て つ 、 体主 随 事柄 聞 に 関 
一再 廿 て " て 人性 体っ 柄に か " 係 

巴著 「 ば   
越 も 解 の 借 

  多 体 る 人 こ 

で 即 の   
 
 

 
 



四
二
 

 
 

 
 

格
 関
係
に
お
け
る
よ
 

う
 

 
 

 
 

事
態
で
あ
る
。
主
体
は
 

 
 

 
 

し
て
説
明
さ
れ
る
 

よ
う
 

 
 

 
 

対
等
な
別
の
主
体
に
関
 

 
 

 
 

れ
ば
、
も
 
早
 主
体
と
い
 

 
 

 
 

し
て
救
い
の
対
象
と
し
 

 
 

 
 

自
己
の
過
去
と
現
在
と
 

 
 

 
 

に
お
い
て
人
間
は
自
己
 

の
 存
在
の
根
源
に
関
る
。
 

 
 

 
 

」
と
い
う
語
も
「
 

神
 」
 

 
 

 
 

に
は
明
ら
か
に
次
元
的
 

 
 

 
 

在
の
根
源
」
を
「
存
在
 

 
 

 
 

ス
ト
 
教
 信
仰
に
お
い
て
 

 
 

 
 

な
い
。
む
し
ろ
そ
の
 

創
 

 
 

 
 

 
 

  

 
  

 



 
 

 
 

の
 根
源
で
あ
り
終
末
 

 
 

 
 

の
 理
解
す
る
あ
ら
ゆ
る
 

 
 

 
 

と
し
て
我
々
に
関
る
者
 

が
神
 な
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

い
 う
 ま
で
も
な
い
。
 

 
 

 
 

と
し
て
無
限
の
可
能
 

 
 

 
 

こ
と
自
体
が
考
え
る
 対
 

 
 

 
 

」
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

理
 を
も
た
な
け
れ
ば
な
 

 
 

 
 

思
考
の
論
理
は
一
般
的
 

 
 

 
 

ば
な
ら
な
い
 神
 関
係
を
 

 
 

 
 

立
し
て
い
な
い
こ
と
は
 

 
 

 
 

え
て
来
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

い
 。
 神
 関
係
は
こ
れ
 

 
 

 
 

 
 

の
で
は
な
い
。
意
味
は
 

 
 

 
 

「
意
味
」
は
考
え
ら
れ
な
 

 
 

 
 

0
 対
象
と
し
て
の
「
 神
 」
 

 
 

 
 

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
 人
 

神
と
存
在
 

四
三
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四
四
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
神
秘
で
あ
る
。
「
 

あ
 

 
 

 
 

る
も
の
は
思
考
の
彼
方
 

 
 

 
 

も
の
は
そ
れ
に
思
考
 

以
 

 
 

 
 

、
主
体
に
と
っ
て
ひ
た
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
・
「
 

神
 
」
は
 

神
 
関
係
は
対
物
関
係
、
対
人
関
係
と
し
て
生
起
す
る
。
 

 
 

ガ
大
 
関
係
が
神
関
係
 

 
 

 
 

も
つ
て
い
る
単
に
「
 

あ
 

 
 

 
 

と
っ
て
は
臆
断
に
過
ぎ
 

 
 

 
 

も
そ
れ
が
思
考
以
前
 

 
 

 
 

 
 

 
 

え
な
い
の
で
あ
る
。
 

凡
 

 
 

か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

瀕
す
る
も
の
と
し
 

 
 

 
 

ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

を
 
越
え
て
真
の
意
味
で
の
「
あ
る
」
、
新
し
き
「
あ
る
 

」
へ
と
呼
び
出
さ
れ
て
 

 
 

 
 

て
 来
る
こ
と
が
な
い
で
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る
か
も
右
の
如
 
き
神
関
 

係
の
現
実
か
ら
の
み
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

、
前
板
）
に
負
う
と
こ
 

 
 

 
 

私
見
は
、
松
村
 

脚
 「
 
主
 

ろ
が
多
い
。
 



二
 
は
し
が
 
ぎ
 

二
体
験
の
類
似
 

①
啓
示
と
幻
覚
 

㈲
終
末
観
と
世
界
没
落
感
 

㈲
 
罪
と
 罪
業
妄
想
 

㈲
神
の
お
告
げ
と
言
語
新
作
 

三
 、
心
理
学
的
仮
説
と
宗
教
体
験
 

㈹
了
解
と
説
明
 

㈲
宗
教
体
験
、
そ
の
 一
 

㈲
宗
教
体
験
、
そ
の
 二
 

口
 、
宗
教
心
理
学
の
位
置
 

Ⅰ
は
し
が
 

凡
そ
宗
教
心
理
と
い
う
名
の
も
と
に
、
 

自
ら
 、
 何
ら
か
の
信
仰
の
立
場
に
立
ち
、
 

屈
 す
る
場
合
で
あ
る
。
最
近
に
お
け
る
 ァ
 

織
 神
学
が
、
そ
の
ユ
ン
グ
理
解
の
深
さ
に
 き

 

 
 

ば
護
 教
的
立
場
と
称
す
べ
 
き
 も
の
で
、
 

 
 

は
 伝
道
の
た
め
に
、
心
理
学
一
般
を
利
 

 
 

ろ
 う
 。
ま
た
神
学
者
テ
ィ
 

ほ
 リ
ッ
ヒ
の
 組
 

よ
っ
て
一
層
 力
 づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
 

四
 
  

野
 

泰
 

博
 

。 刀 " 。 " 

教 
体 
験 
の 
Ⅰ 吐下 

理 
学 
的
 考
察
こ
 そ
 の
限
界
 

四
 Ⅰ
 
ハ
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ま
 

 
 

 
 

@
@
 

ァ
 
L
 め
ソ
 

 
 

 
 

の
だ
 

め
る
。
 

 
 

 
 

 
 

宗
教
体
験
の
心
理
学
的
考
察
と
そ
の
限
界
 

口
七
 

で
、
 痛
 

い
て
は
 

げ
を
あ
 

と
の
 出
 来 げ 尊像 
な る 門 は 
  セこ 善 様 
  正 に㈹々 

47 

と
か
を
主
張
せ
ん
が
た
め
に
心
理
学
を
援
用
す
る
の
 

な
お
宗
教
現
象
と
は
、
す
ぐ
れ
て
社
会
的
事
象
で
 

べ
 き
 も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
一
応
 

老
 

て
 、
研
究
の
糸
口
を
異
常
心
理
、
精
神
医
学
に
求
め
 

二
、
体
験
の
類
似
 

 
 

し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

会
心
理
学
の
対
象
と
も
な
る
 

 
 

に
か
か
げ
る
理
由
か
ら
し
 

た
 

 
 

る
も
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
宗
教
を
心
理
学
に
 

 
 

謂
 医
学
的
唯
物
論
の
立
場
か
ら
、
神
秘
家
を
 狂
 

 
 

そ
れ
が
宗
教
側
の
畑
か
ら
な
さ
れ
る
場
合
に
 

 
 

後
者
の
立
場
が
と
ら
れ
易
い
。
 

 
 

れ
は
観
念
的
に
は
、
純
粋
に
中
正
客
観
的
な
 

 
 

ぅ
 も
の
が
、
本
来
、
そ
の
底
流
を
な
す
感
情
的
 

る
 可
能
性
は
無
視
出
来
な
い
。
 

 
 

教
 現
象
を
、
つ
と
め
て
客
観
的
に
観
察
し
て
 解

消
し
て
し
ま
お
 う
 と
す
る
も
 

人
 扱
い
に
す
る
よ
う
な
試
み
が
あ
 

は
前
者
が
多
く
、
心
理
学
（
精
神
 

立
場
を
予
想
出
来
て
も
、
実
際
に
 

傾
向
に
、
無
意
識
 裡
に
 支
配
さ
れ
 

ゆ
 か
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
 何
ご
 



 
 

記
述
を
も
っ
て
す
る
か
を
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

く
 理
解
出
来
る
か
ら
 

 
 

 
 

フ
 に
よ
る
実
験
心
理
 

 
 

 
 

理
 現
象
に
関
し
て
は
 

 
 

 
 

理
を
明
ら
か
に
し
ょ
 

 
 

 
 

ン
ト
 が
問
題
に
し
、
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
こ
と
に
性
 

 
 

で
は
早
速
具
体
的
な
記
述
に
移
ろ
う
。
 

田
 

啓
示
と
幻
覚
 

 
 

 
 

覚
 （
下
田
 
ざ
ふ
 臣
が
 
曲
 。
 コ
 ）
 

 
 

 
 

0
 圧
毎
 ）
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

私
は
神
様
の
お
 使
 

 
 

 
 

照
 大
神
が
入
っ
て
 い
 

 
 

し
て
で
る
。
そ
の
お
声
が
し
ま
す
。
 

 
 

 
 

い
ろ
。
ま
た
「
本
人
 

 
 

し
た
教
祖
も
あ
る
。
 

の と の 格哲 ぅ 教学 で 教 
 
 

リ
ア
ム
・
 

ジ
ヱ
一
 

ム
ス
も
、
そ
の
「
宗
教
経
験
 

の 

四
八
 

 
 

諸
相
」
 
の 

第 
  

章 
で 
  

彼 
：出ヵ 

刀 。 
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申 と よ こ 天分 り ら 比 あ で 感 は 
か r ク (2) が ば と 普皇 は 、 れ 楡 る も と な こ 

う れ が 通が 一 命 る で 」 る 、 い れ 
9 、 % 母ト終感 ル るあ の神命令。 よと 。 一 が ら 

  
・ 役 と 者 ぅ 意代 ぎ者 ぅ 書 こ 神 想 く に 

ぅ さ し も く 特 

め る 

  
っ が 

い つ   
た か な   よ な で で 結 る 。 る ㈹ い 

あ い と 5 が て つ 偉 あ 、 合 。 例     
る の い に 痛 く 

朝 で   

、 す れ じ 心 と あ る 彼 は 来 し 「 こ 病 
被 か 
女 」 現 れ で 
は と 

  

象 る あ 々 め 紳 士 の の に く ぅ ジ 
椅母 も 。 つ ン ら で 官 る で   し な ャ 

子規 こ し て ス れ あ で 社 あ わ は 体 ネ 
サ ブ 目 ヤブ し 

一 陣 
っ び る 日 て 地 こ し 分 、 れ 
の か も 本 、 位 の は だ 病 ら 

未 げ と い 

荒荷役 い、 
貞 女   
が は 
つ 外 
い な   
て 歩 
い い 

る て   

の い いし持 の も「で 、 神 てと人い的は 永 い間人疫神 
な る る と つ 、 自 も め う で 間 越 で 
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五
 O
 

見
た
。
そ
し
て
こ
う
語
っ
た
。
 

 
 

 
 

妖
術
か
と
思
い
ま
 

 
 

 
 

た
 。
私
に
は
、
そ
れ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

然
を
見
さ
え
し
た
 

 
 

 
 

ら
 変
化
が
起
つ
た
ら
 

し
い
と
い
う
印
象
を
 5
 げ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
 

 
 

常
 感
情
状
態
が
入
り
 洩
 っ
て
起
つ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

前
百
 シ
 ャ
 の
キ
エ
フ
 

 
 

 
 

の
 匂
を
か
ぐ
と
い
う
 珍
 

 
 

 
 

が
る
の
を
覚
え
、
屋
外
 

 
 

地
主
の
「
証
し
」
で
あ
る
と
主
張
し
始
め
た
。
 

 
 

 
 

口
 げ
る
。
そ
の
時
に
 

 
 

 
 

く
 。
し
か
も
四
十
日
の
 

 
 

 
 

て
 祈
れ
 よ
 」
。
こ
れ
に
よ
 

 
 

 
 

天
 的
な
お
 人
よ
 し
と
 む
 

 
 

 
 

患
者
に
も
 よ
く
 見
ら
れ
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罪
 が
す
べ
て
眼
前
に
見
え
て
く
る
。
」
と
訴
え
る
。
 

 
 

 
 

合
理
で
あ
り
、
無
意
 

 
 

宗
教
体
験
の
心
理
学
的
考
察
と
そ
の
限
界
 

五
一
 

 
 

 
 

 
 

大
罪
で
あ
っ
て
 
、
 

犯
し
た
も
の
は
生
き
な
が
ら
五
体
が
腐
る
の
だ
。
 

 
 

 
 

ぅ
か
 。
 ジ
ヤ
 

 
 

 
 

き
わ
め
て
 小
 

 
 

 
 

ひ
 き
 起
し
、
 

 
 

る
と
説
く
。
 

 
 

 
 

も
 、
み
ん
 

 
 

 
 

は
 伝
染
し
易
 

 
 

 
 

胸
 を
さ
す
り
 

 
 

っ
 た
り
疲
れ
ぎ
る
ま
で
止
ま
な
か
つ
た
。
 

 
 

 
 

得
て
構
成
 

の
か
も
知
れ
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

、
フ
ロ
イ
 

 
 

 
 

る
 四
十
五
歳
 

妻
は
 、
 

ネ
に
 よ
 れ
 

さ
く
て
す
 

そ
れ
は
 更
 

な
 ヒ
ス
テ
 

く
 、
蓋
然
 

、
次
に
は
 

さ
れ
た
も
 

ド
 の
所
謂
 

の
商
人
の
 



  

昧
 で
あ
 

れ
は
、
 

象
徴
的
 

）
 

任
 

 
 

教
祖
 

が
精
神
 

言
語
で
 

如
く
述
 

 
 

も
り
 

い
り
 

三
つ
 

意
味
 

れ
て
い
 

た
新
語
 

十
八
 

-
 
Ⅰ
。
 

こ
の
 

と
し
て
 

 
 

 
 

格
の
場
合
の
例
 

 
 

 
 

り
 、
霊
界
の
交
 

 
 

 
 

述
べ
た
て
て
 

な
 
い
 
わ
 
い
 
さ
 
非
社
会
的
 

さ
ん
っ
 

ぃ
 

 
 

 
 

る
 
。
し
か
も
こ
 

 
 

 
 

ぬ
 
、
呪
術
的
、
 

 
 

 
 

神
の
お
上
口
げ
と
言
議
 

叫
 
新
作
（
 

毛
 
。
 
ユ
コ
 

の
 
屈
プ
 

ロ
）
 

音
 
コ
的
）
 

 
 

 
 

れ
と
同
じ
こ
と
 

 
 

 
 

と
 
称
し
、
次
の
 

べ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

ぅ
 
し
と
ら
い
は
 

 
 

 
 

 
 

 
 

め
 
そ
め
ん
ど
い
た
し
 

 
 

 
 

解
釈
が
加
え
 

ろ
 

 
 

 
 

が
 
、
そ
れ
が
ま
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立
場
か
ら
考
察
を
進
 

め
 よ
 う
と
 思
 う
 。
 

 
 

 
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
言
わ
ば
そ
の
 

 
 

 
 

よ
っ
て
、
作
業
仮
説
的
 

 
 

 
 

識
 的
機
制
を
重
視
し
た
 

の
も
こ
れ
で
あ
る
。
 

 
 

宗
教
体
験
の
心
理
学
的
考
察
と
そ
の
限
界
 

五
三
 

 
 

 
 

 
 

ば
な
ら
な
い
。
 

通
は
い
つ
も
レ
オ
 ポ
ル
 

と
 火
星
 語
 と
い
う
も
の
 

あ
っ
て
、
語
源
は
彼
女
 

以
上
極
め
て
概
括
的
 

と
く
病
者
で
あ
る
と
い
 

は
 ヒ
ス
テ
リ
 一
 性
格
を
 

と
し
て
も
、
時
と
し
て
 

な
お
 巨
ノ
 ブ
 ロ
ゾ
｜
 

ラ
ン
ゲ
ア
イ
ヒ
バ
ウ
ム
 

祖
な
ど
の
問
題
と
な
る
 

 
 

 
 

る
 

 
 

 
 

で
 
・
 

 
 

が
わ
か
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ナ
，
 

Ⅰ
 

 
 

 
 

る
 

 
 

る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教
 

 
 

 
 

史
 



  

三
 、
心
理
学
的
仮
説
と
宗
教
体
験
 

Ⅲ
了
解
（
く
の
あ
侍
の
 ゴ
 の
 口
 ）
と
説
明
（
 甲
仁
 母
の
さ
 

 
 

 
 

額
 は
な
い
の
 

 
 

 
 

学
 が
目
を
 つ
 げ
ら
れ
 

 
 

 
 

と
が
発
生
的
に
了
解
由
 

 
 

 
 

す
る
。
言
わ
ば
了
解
と
 

 
 

 
 

精
神
的
所
与
を
、
直
観
 

的
に
再
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ス
パ
ー
ス
は
こ
の
 
区
 

 
 

 
 

つ
て
、
因
果
的
に
説
明
 

 
 

 
 

よ
っ
て
因
果
的
に
説
明
 

す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

生
活
を
了
解
す
る
」
と
い
う
の
に
あ
た
る
。
い
わ
ば
、
 自
然
科
学
的
認
識
と
 

 
 

 
 

自
然
科
学
的
説
明
で
 捉
 

 
 

 
 

い
た
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
 。
い
ず
れ
に
し
て
 

 
 

 
 

学
ぶ
 八
 こ
の
二
つ
の
 領
 

 
 

察
 で
、
さ
ら
に
意
味
を
深
め
る
で
あ
ろ
う
。
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五
 -
 
四
 



 
 

  

 
 

 
 

も
 、
意
識
下
の
心
的
機
 

 
 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

て
 
、
高
次
な
 

発
畦
珪
葮
 

 
 

 
 

る
も
の
と
説
明
し
た
。
 

 
 

 
 

が
 
表
面
に
出
る
こ
と
を
 

 
 

0
 
層
位
的
区
分
に
も
見
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

0
 所
謂
精
神
衰
弱
 

Ⅰ
の
 

セ
 
。
て
目
。
三
の
を
説
明
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

種
本
能
と
か
、
闘
争
 

 
 

 
 

え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
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㈲
宗
教
体
験
、
そ
の
」
 

前
述
し
た
如
く
、
こ
の
複
雑
 

達
 心
理
学
的
、
力
 動
 心
理
学
的
 な

 精
神
現
象
を
了
解
す
 

見
地
を
加
味
し
た
人
問
 

 
 

 
 

て
く
る
。
そ
れ
に
は
、
 
発
 

 
 

｜
 以
来
の
伝
統
に
従
い
、
 

  



  
  

 
 

 
 

関
聯
し
て
い
る
。
 

2
 １
知
覚
曲
行
動
の
段
階
 

 
 

準
備
状
態
に
止
ま
り
、
 こ
 

自
己
の
身
体
と
事
物
と
の
区
別
が
生
ず
る
。
 

3
 １
社
会
人
格
的
な
段
階
 

 
 

人
 と
の
協
力
作
業
と
共
に
 

 
 

で
わ
れ
わ
れ
が
自
身
に
対
し
て
 

 
 

モ
デ
ル
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
 れ

に
よ
っ
て
知
覚
が
発
生
す
る
。
こ
の
時
期
に
 

、
自
分
の
行
動
を
も
監
視
し
統
制
す
る
能
力
が
 

と
る
行
為
は
、
他
人
に
対
し
て
経
験
し
た
行
為
 

こ
の
自
己
自
身
と
の
協
力
ー
 
｜
 自
己
知
覚
が
 、
 

 
 

 
 

統
 

 
 
 
 

（
の
日
色
の
お
 
8
 ）
と
よ
ぶ
も
の
を
見
て
ゆ
 こ
 ㍉
。
 

Ⅰ
 ｜
 反
射
的
行
動
の
段
階
 

（
 
ゴ
 Ⅰ
 
卜
 Ⅱ
 
o
 Ⅰ
 
c
 ゴ
げ
 隼
の
の
 

 
 

の
 理
論
の
間
に
は
種
々
の
相
違
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ふ
め
 心
理
学
は
行
動
の
心
理
学
と
言
わ
れ
る
が
、
 ヮ
 両

者
と
も
、
高
い
緊
張
状
 

ャ
ネ
 は
そ
の
心
的
水
準
の
 

い
う
観
念
を
提
唱
し
た
。
 

ト
ソ
ン
達
の
意
味
の
行
動
 

  

 
 

5
 

五
ト
 
ハ
 

 
 

て
 理
解
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
 最
も
う
ま
く
解
決
 

 
 

 
 

、
そ
の
心
的
機
能
は
高
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4
 
１
原
始
的
知
能
の
段
階
 

 
 

 
 

 
 

6
 
１
反
省
的
信
念
の
段
階
 

 
 

 
 

ぬ
 
念
が
生
ず
る
の
 

 
 

 
 

が
 
自
分
自
身
に
話
し
 

五
七
 

宗
教
体
験
の
心
理
学
的
考
察
と
そ
の
限
界
 

  



ジ
ャ
ネ
の
患
者
 ソ
 

の
 精
神
状
態
に
は
 著
 

平
常
は
疲
れ
易
く
 

を
 有
し
て
い
た
。
 そ
 

貧
乏
な
人
々
の
た
め
 

実
行
に
移
す
こ
と
は
 

移
さ
れ
、
道
で
乞
食
 

ぅ
と
 全
く
食
事
を
と
 

念
の
段
階
）
と
し
、
 

い
、
聖
女
テ
レ
サ
の
 

か
く
て
、
ジ
ャ
ネ
 

 
 

 
 

合
 

し
 い
 相
違
が
見
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

怖
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

@
"
 

㌢
 "
-
 

 
 

 
 

ワ
ァ
 

し
 

 
 

 
 

思
、
 

 
 

 
 

信
 

 
 

 
 

行
 

 
 

を
 構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
 

 
 

 
 

更
 

8
 １
実
験
的
段
階
 

 
 

あ
る
。
 

 
  

 

五
八
 

 
 

 
 

志
 に
よ
っ
て
行
動
す
 

 
 

 
 

為
 で
あ
り
、
ま
た
こ
 

 
 

を
 許
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 

7
 ー
ム
コ
 理
 的
段
階
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対
し
、
彼
は
そ
こ
に
 
高
 

 
 

 
 

た
だ
の
信
念
を
見
る
に
 

 
 

 
 

。
ジ
ャ
ネ
の
心
的
発
達
 

 
 

 
 

的
 道
徳
的
行
動
の
段
階
 

 
 

余
地
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

い
る
。
即
ち
医
学
か
 

 
 

 
 

状
態
に
他
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

実
は
、
 胱
 総
状
態
が
生
 

 
 

 
 

神
 的
状
態
に
対
し
て
、
 

 
 

 
 

実
 を
た
ず
ね
な
け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
と
 述
 。
へ
て
い
る
。
 

③
宗
教
体
験
、
そ
の
 二
 

 
 

 
 

め
 得
な
い
の
に
 対
 

 
 

 
 

る
 。
大
神
秘
 家
 と
言
わ
 

 
 

 
 

 
 

雑
な
 綜
合
で
あ
る
と
す
る
。
 

 
 

 
 

結
び
つ
け
 ろ
 も
の
 

五
九
 

宗
教
体
験
の
心
理
学
的
考
察
と
そ
の
眼
界
 

  



  

①
黙
諾
的
信
仰
 ト
注
い
 

日
色
ロ
色
 

汗
 

の
 理
論
的
信
仰
 

h
0
 

Ⅰ
Ⅱ
 

ゑ
の
 
0
 
日
 ）
 
曲
コ
 
（
 
0
 

 
 

体
験
と
高
度
の
そ
れ
を
区
別
し
て
い
る
。
Ⅲ
置
を
認
め
て
い
る
。
な
お
忘
我
を
二
区
分
し
 

②
功
利
的
忘
我
丈
 
巨
 お
 E
 
き
ぃ
陣
い
 

お
 

 
 

、
舞
踊
、
興
奮
剤
等
に
 

2
6
 
宗
教
的
陶
酔
 

 
 

依
 現
象
な
ど
、
専
ら
未
開
社
会
に
見
ら
れ
 

 
 

揚
 に
達
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
に
 

は
 神
秘
 

 
 

使
用
し
た
心
的
統
制
機
能
の
一
時
・
的
排
除
に
 

 
 

我
を
含
ま
せ
て
い
る
。
 

 
 

（
 
%
 ビ
日
色
 
ぃ
荻
 
）
な
る
言
葉
を
持
ち
出
し
 

 
 

と
の
統
合
で
あ
り
、
言
わ
ば
、
感
情
に
お
 

け
 

 
 

こ
れ
は
、
十
四
世
紀
、
ド
イ
ッ
の
思
索
的
 

に
 達
し
、
精
霊
ま
た
は
、
神
が
あ
ら
 

る
も
の
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
①
 

ぬ
 神
学
が
伴
い
、
 拝
 情
性
と
音
楽
性
 

よ
る
下
級
的
機
能
の
高
揚
と
い
う
 生
 

、
こ
れ
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
れ
は
 

る
 最
も
本
質
的
な
も
の
と
、
思
考
に
 

神
秘
主
義
者
マ
イ
ス
テ
ル
・
 ェ
ッ
ク
 

は
 原
始
的
素
朴
な
信
仰
、
慣
習
、
 
社
 

て
い
る
。
 

で
あ
っ
て
、
こ
の
論
理
が
生
命
を
結
晶
化
す
る
の
 

チ
 

で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
か
ら
彼
は
宗
教
的
信
仰
の
二
 

 
 

由
ハ
 
O
 

意
識
的
に
統
制
し
て
い
る
の
 

芥
 類
を
試
み
ね
。
 

  

6 ひ 

  



元 る 道 を 家 こ ル と れ ・ 遣 れ や 
的 に徳蔵 族 ろ の 道た 司 こ 動 開静 徳た 宗 こ 

躍 は と し 愛 の 予御社 郷 こ 的 く 的 、 知 教 の 

じ 以 下 二 ク 
た 上 の っ 臣 

。 れ 述 グ   
、 た る 

天 道 。 
才 徳 ぺ 
古句 」 ル 

人 と グ 
問 彼 ソ 
に が ン 

ょ ょ は 
っ ぶ   
て と そ 
の こ の   み ろ 「 

し 類 。 な め る 8 者作知っ 与 の 道 
え も 徳 
も の と 

ケ ア ヒ   れは る、 宗 教 
と 本 の 
こ 龍 二 
ろ 的 源 

  

は な の た そ 真 そ 人 ム の た 天喜 輌 
入 ら 変 造 の の れ 達 ・ で 社 
類 な の 徳 反 大 な 、 タ あ 会 
愛 い 境 と 面頬 模 イ ブ る の 
に 。 地 、 に 愛敬 ス 1  。 枠 
徹 そ に 開憎 と す ぅ が 閉 （ 
す の 逢 い し は る ェ 宗 じ家 
る 校 す た み 、 と Ⅰ 教 ら 族 

闇 の に 
的 代 お 
直 用 い 
観 と て 
に し   

よ て 道 
る 至徳 
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性
格
に
帰
せ
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

フ
ロ
ム
は
 、
イ
ヱ
ス
 

 
 

 
 

」
を
、
肉
身
の
安
定
し
 

 
 

 
 

ぬ
 愛
の
結
び
つ
き
、
 タ
 

 
 

 
 

社
会
・
政
党
へ
連
な
る
 

 
 

 
 

こ
の
近
親
相
姦
的
結
び
 

能教 こ 党 と り と 理     
  

  

の
教
説
 

、
キ
リ
ス
ト
 

  

 
 

る
の
で
あ
る
。
 

  

  

霊
感
啓
示
体
験
の
病
 

  

 
 

と
い
う
。
 

 
 

 
 

  

、
人
道
主
義
的
宗
教
 

  

  

め
 徳
は
、
服
従
で
あ
 

  

 
 

プ
一
 
を
強
迫
神
経
症
 

 
 

  

幸
 
す
る
国
家
と
か
 

政
 

  

  

た
ど
、
こ
ム
 

で
は
、
 

 
 

題
 と
な
る
。
 

  

  

像
 で
あ
り
、
人
間
の
万
 

  

 
 

て
い
る
最
善
の
も
の
 

6 ヵ 



 
 

 
 

対
し
て
、
成
熟
し
た
 生
 

 
 

 
 

い
る
こ
と
、
②
ダ
イ
ナ
 

 
 

 
 

こ
と
、
を
そ
の
理
想
と
 

 
 

 
 

と
い
え
よ
 う
 。
 

四
 、
宗
教
心
理
学
の
位
 赴
 

 
 

 
 

ソ
ン
、
フ
ロ
ム
 、
オ
 

士
 
八
二
一
 

宗
教
体
験
の
心
理
学
的
考
察
と
そ
の
限
界
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つ
 ぎ
か
ら
 自
 

る
 。
あ
ら
ゆ
 

は
 、
孤
独
の
 

と
だ
、
そ
 う
 

な
お
、
 こ
 

あ
り
、
愛
に
 

の
ひ
ど
い
 故
 

的
 治
療
と
は
 

身
の
如
く
な
 

へ
の
違
背
で
 

あ
る
。
 

フ
ロ
ム
の
 

 
 

 
 

述
べ
て
い
 

 
 

 
 

た
 。
仏
陀
 

 
 

 
 

蜘
 す
る
こ
 

フ
ロ
ム
は
考
え
る
。
 

 
 

 
 

る
こ
と
で
 

 
 

 
 

と
統
ム
ロ
ヘ
 

 
 

 
 

か
も
分
析
 

 
 

 
 

な
ん
じ
 自
 

 
 

 
 

に
 タ
ブ
ー
 

 
 

 
 

ら
の
声
で
 

 
 
 
 

 
 

 
 

、
オ
ル
ポ
 



  

 
 

 
 

明
 と
い
う
困
難
な
問
題
 

 
 

 
 

に
 、
ベ
ル
グ
 ソ
ン
 の
 直
 

 
 

 
 

埋
、
 
。
㌧
 

 
 

 
 

統
合
的
生
命
哲
学
の
 

 
 

 
 

異
常
心
理
学
か
ら
出
発
 

 
 

 
 

独
自
性
を
保
持
し
ょ
う
 

 
 

 
 

つ
た
 フ
ロ
イ
ド
、
 ユ
ノ
 

 
 

 
 

 
 

。
了
解
心
理
学
の
ゆ
 き
 

 
 

 
 

考
 へ
と
転
身
し
た
。
 し
 

 
 

 
 

学
者
ヤ
ス
パ
一
 ス
が
発
 

 
 

 
 

 
 

医
学
を
哲
学
的
人
間
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

ャ
ネ
 は
、
心
理
学
の
 

 
 

 
 

と
 、
ず
っ
と
狭
く
 、
ず
 

 
 

 
 

 
 

過
渡
的
形
態
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

イ
ン
デ
ル
バ
ン
ド
が
 、
 

 
 

 
 

、
人
間
と
は
一
般
法
則
 

 
 

六
四
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六
五
 

宗
教
体
験
の
心
理
学
的
考
察
と
そ
の
限
界
 

 
 

 
 

 
 

い
 

桂
 

㈹
ア
 ド
ぃ
由
 
。
 
プ
 @
 ㏄
）
の
（
の
 

ヨ
リ
田
づ
す
 の
。
 
ざ
臣
 -
 
 
）
 
ゅ
 
0
 ト
 

 
 

 
 

神
 医
学
入
門
）
（
村
上
位
、
異
常
心
理
学
）
等
 

 
 

-
 き
 S
 
 （
比
屋
根
 訳
 
b
.
 
ま
 ）
 

 
 

Ⅰ
の
 
0
 コ
の
目
鮨
 
、
 H
 の
の
め
（
 
関
訳
 
0
.
 
の
 
罵
 ）
 

西 （ 
丸 
  

方、 

精 

 
 

 
 

 
 

多
岐
に
 亙
り
、
 種
々
の
 

 
 

 
 

絃
瞳
の
 立
場
と
㈲
 

 
 

 
 

修
業
に
よ
っ
て
 、
精
 

 
 

 
 

、
も
は
や
そ
れ
だ
け
で
 

 
 

、
視
点
が
異
な
る
た
け
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

目
ぃ
 換
え
れ
ば
 

 
 

 
 

科
学
に
は
 還
 

 
 

 
 

 
 

シ
ー
ラ
ー
 
ま
甘
 
@
@
 

 
 

 
 

る
 。
そ
し
て
 

 
 

 
 

。
意
味
の
力
 

 
 

 
 

対
象
と
す
る
 

 
 

 
 

た
さ
れ
て
い
 

 
 

要
 で
は
あ
る
ま
い
か
。
 

、
 言
わ
ば
 

元
し
 得
ぬ
 

、
 我
々
 人
 

シ
ン
ボ
ル
 

テ
ゴ
リ
ー
 

わ
れ
わ
れ
 

る
と
 き
 、
 



血 0 ㈹㈹㈹㈹㈹㈹㈹㈹ (9)(8 Ⅱ 7) ㈹㈲  
 

」
 憶
お
オ
 。
甲
子
。
 
ざ
住
 P
 
H
 
ほ
 の
 （
森
田
、
保
谷
 訳
 
b
.
 
～
 
S
 

医
学
部
吉
益
教
授
鳴
音
 に
よ
 る
 

宮
城
甘
竹
心
理
学
入
 
n
 
 づ
 ・
 
ま
 

毛
 ・
ト
リ
コ
 

軸
 m
,
 
曲
 p
n
 
ゴ
サ
 
p
e
 
ヨ
 @
 ロ
ロ
の
の
 

o
p
 

げ
 l
 ㌧
～
 

d
 匡
の
 
ヨ
 ・
 H
 の
の
 
目
 

 
 

 
 

釈
 
宗
教
心
理
）
 

 
 

0
 
 
す
わ
 0
 ヌ
屈
ざ
 
コ
ト
の
ひ
め
 

ヱ
 ・
㌧
 

n
o
 

ヨ
ヨ
一
リ
 

の
 Ⅱ
 0
 ゴ
 0 ロ
 コ
巴
 Ⅱ
 ゑ
 の
の
乱
打
生
田
 p
0
 

ミ
ド
め
の
う
 

 
 

の
の
 
申
 （
京
谷
 駅
 
0
.
 
の
 か
 
１
軍
）
 

 
 

け
 Ⅰ
・
の
 

肚
 

 
 

c
 オ
 の
の
 圧
屈
 
Ⅰ
 げ
、
ト
の
肚
べ
 

 
 

神
 分
裂
病
）
 

 
 

間
づ
 ・
 め
 ～
～
 
１
 の
）
）
 

㌧
・
Ⅱ
・
 

ヒ
 0
 コ
ゴ
 
㏄
 
0
 コ
一
 ㌧
の
Ⅱ
 
0
 ゴ
 0
 ロ
 
0
 幅
せ
 0
 片
刃
 由
寅
 w
o
 
コ
 ・
い
の
白
の
 

執
笘
 者
名
 分
 

東
北
大
学
教
授
 

石
津
 
照
 

京
都
大
学
講
師
 

神
崎
大
六
郎
 

東
京
大
学
大
学
院
学
生
 

小
野
泰
博
 

北
海
道
大
学
助
手
 

藤
田
家
運
 

東
洋
大
学
助
教
授
 

ま
城
康
 四
郎
 

昭
和
医
科
大
学
講
師
 

柳
川
啓
一
 

        

笘
 

  



  

  
し 士を」 墳 るに時だた善悦 十 6 日 誠た 仏の 
たが期の失 何違期 けつと 加一 このにこ書生 

  

  
改印ょ村らに 授なを ら 期に道 大塊 い 年し ， 已 、 

  
し 四 列終 学い 

        

  
故 
坂   

尚夫 井 

教授 

の 

「 

Ⅰ 許 
ド 

の 
み 

ホ教 
」 
を 

めぐ 

つ 
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て
 甚
だ
便
利
で
あ
る
。
仏
教
に
関
し
て
は
、
 

原
 

概
が
 
簡
約
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
 

イ
ン
ド
教
に
合
流
し
、
他
は
イ
ン
ド
か
ら
そ
の
 

そ
の
教
理
は
 

シ
ナ
 
・
日
本
を
通
じ
て
大
き
な
 

展
 

て
は
イ
ン
ド
の
他
の
如
何
な
る
宗
教
に
関
す
る
 

 
 

こ
の
書
に
お
い
て
イ
ン
ド
仏
教
に
関
す
る
深
い
 

人
は
失
望
す
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
は
教
授
 

く
、
 
他
の
多
く
の
優
れ
た
論
著
に
よ
っ
て
補
わ
 

ろ
で
、
以
上
の
五
章
に
わ
た
る
解
説
を
終
っ
て
 

の
書
の
中
心
を
な
す
イ
ン
ド
教
が
纏
め
て
説
か
 

そ
の
各
派
に
就
い
て
の
歴
史
・
思
想
・
実
態
を
 

て
 
述
べ
ら
れ
る
。
イ
ン
ド
教
を
主
題
と
し
た
 

邦
 

現
在
校
井
原
 

徹
山
 
氏
の
「
印
度
 

数
 」
（
大
東
出
 

存
す
る
が
、
こ
れ
は
丁
度
坂
井
教
授
の
こ
の
 

原
 

で
あ
っ
た
。
当
時
、
邦
語
で
書
か
れ
た
信
頼
 

す
 

井
伯
 
寺
侍
 
モ
の
 
「
印
度
哲
学
史
」
（
岩
波
書
店
、
 

イ
ン
ド
教
の
部
分
が
あ
る
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
 

井
 教
授
が
特
に
イ
ン
ド
教
に
重
点
を
置
い
て
そ
 

 
 

始
 仏
教
を
中
心
と
す
る
 
梗
 

は
 仏
教
が
「
後
世
一
部
 は
 

跡
を
断
つ
た
と
い
う
点
、
 

開
 を
な
し
、
我
国
に
お
い
 

よ
 ㌃
も
多
く
の
優
れ
た
論
 

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
 

理
解
を
求
め
よ
う
と
す
る
 

が
 断
つ
て
お
ら
れ
る
 如
 

る
べ
 ぎ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
 

、
 次
に
第
六
章
と
し
て
こ
 

れ
る
。
こ
の
章
に
お
い
て
 

聖
典
を
概
 述
 さ
れ
た
後
、
 

か
な
り
詳
し
く
秩
序
づ
 
け
 

文
の
代
表
作
と
し
て
は
、
 

版
 社
、
昭
和
十
八
年
）
が
 

著
と
 並
行
し
て
出
た
も
の
 

へ
ぎ
 も
の
と
し
て
は
、
 宇
 

昭
和
 セ
年
 ）
に
含
ま
れ
た
 

つ
た
。
か
か
る
時
に
 、
坂
 

の
 概
説
書
を
公
に
さ
れ
た
 

。
尤
も
、
こ
の
章
で
説
明
 

の
 研
究
成
果
に
 塞
 い
て
い
 

の
 説
を
蒐
集
整
理
し
た
も
 

。
し
か
し
当
時
と
し
て
 
手
  
 

に
暴
 い
て
 

 
 

ず
か
ら
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ユ
ダ
ヤ
 

る
の
で
あ
 

に
 関
し
て
 

た
 経
過
 並
 

 
 

に
書
か
れ
 

 
 

例
え
ば
 二
 

 
 

と
こ
ろ
に
 

 
 

互
い
に
 分
 

 
 

よ
く
理
解
 

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

聞
 し
た
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

そ
れ
ら
は
 

 
 

し
 得
る
よ
 

 
 

蒙
書
 の
 在
 

 
 

語
 に
も
つ
 

 
 

明
笛
 動
 な
 

 
 

し
て
 き
た
 

 
 

汁
 
し
か
り
重
田
 

を
 

 
 

敷
金
 休
に
 

 
 

と
が
で
き
 

 
 

に
 、
こ
の
 

六
九
 

 
  

   



 
 

 
 

あ
る
。
 そ
 

 
 

る
 べ
 き
手
 

 
 

再
版
さ
る
 

。
 
へ
ぎ
 意
味
も
十
分
あ
る
と
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

故
に
 

 
 

れ
る
が
、
 

 
 

で
は
な
 

 
 

ば
 、
多
年
 

 
 

霊
魂
の
観
 

 
 

ダ
 文
法
」
 

 
 

し
く
待
望
 

 
 

士
の
 
「
 ま
 

 
 

よ
う
な
形
 

 
 

と
で
あ
 

 
 

は
 、
今
や
 

 
 

く
し
て
 坂
 

 
 

の
 討
究
を
 

 
 

せ
ら
れ
た
 

 
 

つ
た
。
 し
 

 
 

実
現
を
見
 

 
 

の
は
、
 残
 

念
 な
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

か
け
が
 

 
 

優
れ
た
 素
 

  

ド風いドれつ そに 質 
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番 

評   

 
 

に
つ
い
 

 
 

れ
に
関
す
 

 
 

し
 彼
等
の
 

埴
谷
文
雄
 著
 

「
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
比
較
研
究
」
 

 
 

糸
づ
げ
ら
 

 
 

幸
 シ
ャ
ッ
 

 
 

し
た
輪
廻
 

 
 

せ
ら
れ
る
 

 
 

し
 得
た
こ
 

 
 

所
以
で
あ
 

 
 

謹
ん
で
 
哀
 

 
 

十
分
 語
 

 
 

イ
ン
ド
の
 

 
 

次
第
で
あ
 

 
 

く
お
詫
び
 

悼
の
念
を
捧
げ
る
。
 

 
 

ト
 
Ⅱ
 
笛
田
の
 

（
の
 
オ
曲
コ
 

Ⅰ
・
 
c
 つ
 
・
 由
 ・
）
 

w
.
 
 

び
 
）
 

（
藤
田
安
達
）
  

 

の
 空
観
仏
 

 
 

較
は
 キ
リ
 

 
 

多
く
 、
而
 

 
 

な
い
。
 欧
 

 
 

に
亙
る
大
 

 
 

尚
は
 相
当
 

の
時
日
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

と
の
 此
 

 
 

。
凡
そ
 、
 

 
 

々
異
な
っ
 

 
 

っ
た
 一
一
つ
 

 
 

に
は
、
 比
 

 
 

に
 制
約
さ
 

 
 

に
の
み
 移
 

 
 

失
わ
れ
 易
 

 
 

な
 主
体
的
 

 
 

が
 濃
厚
で
 

 
 

を
 見
失
わ
 

 
 

に
 苦
心
を
 

 
 

。
此
の
様
 

 
 

足
す
る
 著
 

 
 

論
 、
第
三
 

 
 

、
 更
に
各
 

 
 

ト
教
 と
の
 

七
一
 

す
 
Ⅰ
 



 
 

に
 着
目
し
 

 
 

の
 教
義
体
 

 
 

あ
っ
て
」
 

 
 

さ
れ
て
 ぃ
 

る
 。
 

 
 

ぅ
 問
い
 
，
 

 
 

も
の
で
あ
 

 
 

を
 問
 う
際
 

 
 

の
国
へ
向
 

 
 

克
す
る
と
 

 
 

人
間
存
在
 

 
 

釈
尊
の
仏
 

 
 

 
 

文
明
で
あ
 

0
 把
え
方
 

 
 

そ
の
 苦
か
 

 
 

、
八
聖
道
 

 
 

実
践
し
て
 

 
 

結
局
、
依
 

 
 

で
あ
り
、
 

 
 

理
性
的
合
 

 
 

リ
 シ
 ャ
 の
 

 
 

0
 目
覚
に
 

 
 

も
は
や
 自
 

 
 

り
、
 終
に
 

 
 

と
い
う
ム
印
 

題
さ
え
も
現
れ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
 

 
 

、
 二
つ
 

 
 

る
か
。
 之
 

 
 

、
地
上
の
 

 
 

く
、
 之
に
 

 
 

に
じ
ら
れ
 

 
 

イ
ェ
ス
も
 

 
 

幸
福
へ
の
 

 
 

は
 何
か
。
 

 
 

あ
る
。
 然
 

 
 

い
る
 如
 

 
 

を
 弁
え
 且
 

 
 

々
の
行
道
 

 
 

に
基
 く
と
 

 
 

は
そ
う
で
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

に
 依
る
の
 

 
 

し
く
類
似
 

 
 

か
る
の
で
 

 
 

ど
 、
両
者
 

に
は
類
比
せ
ら
る
べ
 き
 点
が
多
い
。
 

 
 

。
信
の
 

 
 

る
こ
と
が
 

2
 

セ
二
 

 
 



出
来
 る
 。
解
信
は
、
合
理
的
理
解
に
基
 

り
 、
仏
教
に
放
い
て
は
浄
土
門
を
除
く
 

る
 。
仏
教
が
 
智
 意
の
宗
教
と
云
わ
れ
る
 

行
 ・
 証
と
 呼
ば
れ
て
い
る
如
く
、
そ
の
 

階
 と
し
て
の
信
で
あ
り
、
証
人
の
方
便
 

窮
極
の
意
味
を
荷
 

う
 の
で
は
な
く
、
 
道
 

道
の
様
々
の
行
が
開
か
れ
る
の
で
あ
り
 

 
 

調
 さ
れ
、
其
処
で
は
信
は
 

、
 更
に
前
進
 

る
こ
と
だ
け
で
宗
教
の
本
質
が
総
べ
て
 

有
す
る
。
此
の
事
は
 

、
 同
じ
く
信
を
強
 

つ
の
信
仰
が
罪
悪
の
自
覚
に
出
発
し
て
 

で
は
罪
悪
深
重
、
煩
悩
 

織
盛
 、
地
獄
 一
 

キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
は
、
「
義
人
な
し
 

者
 な
し
、
一
人
だ
に
な
し
」
と
い
う
 

語
 

メ
 ス
の
罪
の
自
覚
な
ど
に
 

茂
 い
て
見
ら
 

観
に
も
、
末
法
濁
世
と
世
界
終
末
観
 

と
 

第
二
に
救
の
対
象
と
な
る
人
間
は
 

、
親
 

往
生
す
 
、
 況
ん
や
悪
人
を
や
し
で
あ
り
 

に
放
 い
て
見
ら
れ
る
。
第
三
に
此
の
二
 

の
 法
則
の
切
断
の
上
に
立
つ
て
い
る
こ
 

得
の
因
果
の
原
則
が
棄
て
ら
れ
、
仏
智
 

道
 が
開
か
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
 

イ
ェ
 

善
 

評
 

い
 て
必
然
的
に
生
ず
る
信
で
あ
 

他
の
総
べ
て
の
教
義
に
妥
当
す
 

所
以
で
あ
る
。
然
し
 信
 ・
 解
 ・
 

場
合
の
信
は
解
・
 行
 ・
証
の
前
段
 

た
る
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
「
信
は
 

理
を
信
ず
る
こ
と
か
ら
始
め
て
 
仏
 

、
最
後
に
 浬
葉
 を
証
得
す
る
に
 至
 

信
は
、
 特
に
浄
土
門
に
放
い
て
 
強
 

す
る
為
の
方
便
で
は
な
く
、
 
信
ず
 

尽
さ
れ
る
と
い
う
絶
対
の
意
義
を
 

謝
 す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
と
、
 

考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
 
、
 此
の
二
 

定
 と
い
う
如
 き
 表
現
に
見
ら
れ
、
 

一
人
だ
に
な
し
」
「
善
を
な
す
 

い
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
浄
土
門
 

篇
の
言
葉
、
或
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
 

れ
る
。
そ
し
て
 其
 後
に
あ
る
歴
史
 

が
 平
行
の
構
造
を
示
し
て
い
る
。
 

鸞
に
放
 い
て
は
「
善
人
な
ほ
以
て
 

、
之
と
 同
一
の
思
想
が
ル
カ
伝
 
等
 

つ
の
信
仰
の
道
が
 、
 何
れ
も
因
果
 

と
で
あ
る
。
浄
土
門
で
は
自
業
自
 

不
思
議
に
乗
託
す
る
如
来
廻
向
の
 

ス
 0
%
 罪
 に
依
っ
て
信
仰
義
認
の
 

    
  尊敬体 客観 極め て、 のの 教者 対 のもっ践のてに 概の道論実 の起 るこ しは芳甘 て イ 蔑軍 ; 暴 

    

ある 描 て 要な 裁、 定探 キ りし 出のす 宗 べ の神成 家の 就 
ぎ課 仏 間し ス さい スて教き 何 百 救国に他 こ あ いに 
出題散 開 て ト れ目 ト 、 倫 かか生 はに 依方 とる宇佐 

さがと れ、 キ 

リス た 仝小劫弘 

発行 教る已 数人理ををし 信 生っで 其 。 で る 
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穏
等
 の
め
 
不
 

 
 

て
 抽
象
的
 

 
 

の
 見
解
、
 

 
 

。
こ
れ
に
 

 
 

人
の
生
 き
 

 
 

著
者
は
全
 

 
 

試
み
ら
れ
 

 
 

は
、
 偏
に
 

 
 

進
 す
る
 為
 

 
 

に
 立
ち
向
 

 
 

仏
教
も
 キ
 

 
 

の
で
は
な
 

 
 

 
 

く
も
且
つ
深
く
形
 

は
 主
と
し
 

 
 

性
を
通
し
 

 
 

に
 生
活
的
 

 
 

し
 類
型
の
 

 
 

方
で
は
、
 

 
 

せ
る
こ
と
 

 
 

ぬ
 穏
の
宗
 

 
 

果
の
法
則
 

 
 

、
思
想
の
 

 
 

胎
 と
し
て
 

 
 

働
 ぎ
は
 、
 

セ
四
 

 
 

よ
り
も
 
一
 

 
 

も
の
で
あ
 

 
 

く
 真
宗
の
 

 
 

で
あ
り
、
 

 
 

れ
ば
 親
援
 

 
 

表
明
す
る
 

も
の
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

、
 更
に
 

 
 

に
は
、
 そ
 

 
 

、
相
応
の
 

 
 

ぃ
 。
そ
れ
 

 
 

関
し
て
、
 

 
 

ぅ
 場
が
得
 

 
 

の
 論
議
も
 

 
 

つ
て
二
つ
 

 
 

自
分
の
宗
 

 
 

ぅ
 の
み
で
 

 
 

命
 な
、
そ
 

 
 

し
 出
さ
れ
 

 
 

本
能
を
 、
 

 
 

し
て
ゆ
く
 

 
 

議
を
超
え
 

 
 

 
 

（
玉
城
 
康
 四
郎
）
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会ジ学さ たちく とか 最 学部立 しのの「 早て 
才ユ Ⅹ 

    4 車 

著 

「 

が宗 」 教 l   細 部 おッ で 展 ちて 論数 に   
 
 

れ
を
こ
の
 

 
 

，
ノ
｜
く
の
 

 
 

解
釈
に
 、
 

 
 

主
義
の
精
 

 
 

て
で
な
く
 

 
 

本
数
を
理
 

 
 

信
仰
の
構
 

 
 

ぴ
つ
 ぎ
の
 

 
 

す
も
の
と
 

 
 

｜
パ
 一
の
 

 
 

宗
教
的
 社
 

 
 

の
結
 ム
口
 
様
 

 
 

る
こ
と
が
 

 
 

す
る
が
、
 

 
 

ぅ
 。
第
三
 

 
 

し
た
い
。
 

 
 

、
宗
教
理
 

解
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
反
論
で
あ
り
、
 第
一
部
の
 

 
 

関
す
る
も
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

迷
 の
 記
 

 
 

的
な
意
義
 

 
 

莱
 に
も
か
 

 
 

の
 圧
縮
さ
 

 
 

ま
わ
さ
れ
 

土
工
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が
 「
 
科
 

 
 

著
者
は
云
 

 
 

学
 は
い
ま
 

 
 

も
ち
ろ
ん
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