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の 禅 単伝のころっは の 禅 なれ。 い、 壇宋 にを 栄 
で 天 掃 か は こ て 静 登 行 西   
た に 其 、 禅 座 て を 法 門 え を 
こ あ 宗 、 に 生 員 雲 見 城 ま そ 
と つ 今、 つ 明 視 げ で を で の 
が て 遺、 い 雲 の 、 あ 受 は 著 一 

  
て の こ 『 

が 師   

石   よると 。は禅も如何」（ ） 2 客 禅師 よると 章疏三 ついて を学ん 安静寺 である 田 
ど と に 、 十 重 で の     

こ い 遇 米 食 ね い 幹 す 栄 

ま でてたの大酒。 つつ西部てる 心な西 にわの 
も い と 第 十 頭 ま 征 ち 学 

瑞 
天 る ぎ 一 巻 T を た い 十 業   
の   我 宋 あ た は 心 で 一 
な 四 国 の つ の 千 の 叡 回 

麿 

か 宗 祖 目 て で 倉 役 山 の 
で 兼 節 約 、 あ に 後 成 人 

。
 
や
 
す
 
 
 
'
"
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臣
 

曳
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栄 

西
 

そ
の
 
禅
と
戒
 
と
の
関
係
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た
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
最
澄
の
昔
 と
 同
日
に
談
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
 る
 。
そ
し
て
こ
の
こ
と
 

は
ま
た
、
栄
西
が
さ
か
ん
に
仏
法
興
隆
の
基
盤
と
し
て
 強
調
し
て
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
か
つ
た
戒
律
の
問
題
 に
し
て
も
、
最
澄
の
四
 

宗
 の
一
で
あ
る
月
城
と
は
同
一
視
し
て
な
ら
な
い
こ
と
 を
 知
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
三
案
併
置
に
 よ
 る
 ム
 
ロ
 ・
密
は
た
ん
に
禅
宗
に
 

ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
以
後
栄
西
の
禅
宗
に
は
道
元
 に
み
ら
れ
る
も
の
と
は
異
な
っ
た
、
一
種
の
大
難
性
が
 
附
 着
し
た
か
の
よ
う
に
 考
 

（
 
7
 ）
 

え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
三
案
併
置
の
素
地
は
 、
 す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
、
第
二
回
の
帰
朝
後
 間
 も
な
く
お
こ
う
て
き
 

た
 栄
西
に
対
す
る
 天
 ム
ロ
 
宗
 側
か
ら
の
攻
撃
に
対
し
て
、
 

，
 
」
れ
を
論
駁
し
た
態
度
や
論
拠
を
通
し
て
窺
え
る
か
ら
、
 

三
宗
 併
置
は
あ
る
い
は
 

早
く
か
ら
予
知
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
、
と
も
考
え
 ろ
 れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
の
 三
宗
 併
置
が
禅
 亡
 
亦
の
開
創
を
唱
え
た
当
初
 

 
 

か
ら
予
見
さ
れ
た
線
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
す
で
に
そ
の
 禅
宗
は
実
質
的
に
最
澄
が
伝
え
た
 円
 神
成
 密
四
宗
 兼
学
 の
な
か
の
 禅
 と
は
ま
 つ
 

護
 を
も
つ
て
し
て
も
成
就
し
な
か
つ
た
。
こ
の
事
実
は
 、
 建
仁
二
年
将
軍
 頼
 家
が
寄
附
し
た
敷
地
に
建
て
ら
れ
た
 建
仁
寺
に
、
翌
年
六
月
 

（
 
6
 ）
 

二
十
二
日
附
け
の
宣
旨
を
も
つ
て
、
ム
ロ
・
 
密
 ・
禅
の
三
 々
 
不
が
 置
か
れ
、
栄
西
が
こ
こ
に
 真
 舌
口
，
止
観
の
二
院
を
構
 
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
 明
 

と
 菩
薩
戒
と
を
あ
わ
せ
 話
 す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
 ま
 た
 帰
国
に
際
し
て
は
 懐
敬
 ょ
り
釈
尊
以
来
嫡
嫡
相
承
の
 淫
薬
 妙
 心
の
正
法
眼
蔵
 

を
 付
属
さ
れ
る
と
と
も
に
僧
伽
梨
衣
と
菩
薩
戒
と
を
 
授
 げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
栄
西
み
ず
か
ら
「
 
セ
仏
 ょ
り
 栄
 西
 に
至
る
お
よ
そ
六
十
 

（
 
5
 ）
 

代
 、
嫡
嫡
相
承
の
継
 脈
 」
と
い
い
、
こ
こ
に
禅
宗
の
「
 血
脈
」
が
え
ら
れ
た
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
嫡
嫡
相
承
の
血
脈
 に
 立
つ
て
栄
西
が
禅
宗
を
独
立
開
創
し
ょ
う
と
し
た
努
力
 は
 鎌
倉
将
軍
家
の
披
 

し
か
し
第
一
回
の
入
宋
よ
り
帰
朝
し
た
あ
と
は
、
同
じ
 天
 ム
ロ
宗
に
属
し
な
が
ら
も
、
特
に
禅
を
も
つ
て
独
立
さ
せ
 

た
 、
宋
玉
に
お
け
る
 

禅
宗
と
同
じ
も
の
を
、
日
本
に
お
い
て
も
独
立
さ
せ
る
 @
 
」
と
が
可
能
か
ど
う
か
、
考
究
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
 よ
 5
 で
あ
る
。
そ
し
て
 安
 

然
の
 
「
 教
時
 詳
論
し
に
よ
っ
て
禅
宗
を
加
え
た
九
宗
の
 名
 が
す
で
に
早
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
円
珍
の
「
 教
 相
同
異
し
に
よ
っ
て
 禅
 

（
 
4
 ）
 

（
 
3
 ）
 

宗
 が
入
唐
求
法
の
大
師
た
ち
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
た
 事
 実
な
ど
を
知
っ
て
、
栄
西
は
そ
の
確
信
を
深
め
た
こ
と
が
 知
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
 

え
と
 
よ
）
 

栄
西
は
第
二
回
の
入
宋
に
は
、
 

天
 ム
ロ
上
に
登
っ
て
万
年
 禅
寺
に
お
い
て
堂
頭
和
尚
 虚
巷
懐
傲
に
 
参
禅
 し
 、
臨
済
の
 
宗
風
を
受
け
て
四
分
 戒
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栄 西 

を 禅 と 西 た 対 
佳 さ す   

興 降人 法名は栄 づ、 西 格 て る 

が こ 外 

観 の 装 
取 よ 的 
さ う な 
れ に 意 

る   一 る み 味 
わ 

  
は て し 
ず く か 
で る も 

ち と た 
る 、 な 

。 い か 

い ま つ 

ま 間 た 
い 題 の 

く な で   
っ 戒 あ 
か 律 る 

の の   

焦 一 
@@, 古   ,@, 点 
な に 
ま 足 し 

し ぅ 説 は さ "  て に よ "   
ナー @  " 冊 。 L 

め こ く 『 れ て つ 

  て 
か 栄 み 
  ら そ る に こ の   西 て 

のも 戒、 
律 栄 
観 西 
を の 
明 戒 
ら 律 
か 観   沖ブ ヒ Ⅴ ァ Ⅰ 

し む ま 

て い   み さ 
よ さ 

巳 @@ ぅ か 
と 他 

ヰァ し Ⅴ ァ Ⅰ ， 母 、 と 

ぅ趣 。 ぎ 

の 

ら 目 ず し ぅ で 文 違   つ 
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㈲
 然
則
 禅
宗
。
 学
 二
仏
法
蔵
一
時
二
仏
浄
戒
一
政
 

謂
之
 老
仏
 禅
 -
 
也
。
久
大
ム
ロ
止
観
 
云
 。
…
…
道
宣
律
師
表
。
…
…
加
之
 天
 ム
ロ
宗
弘
法
 
云
 。
 若
 

無
二
事
 
戒
 -
 
世
禅
 南
無
。
 況
 三
諦
平
文
屋
 故
 禅
宗
 以
レ
戒
 
為
 。
 
先
 。
 禅
苑
 清
規
 云
 。
参
禅
間
道
戒
律
 為
レ
先
 

、
、
 云
云
 

（
Ⅱ
）
 

こ
う
し
た
持
戒
を
先
と
し
初
め
と
す
る
考
え
方
は
 、
栄
 西
か
 繰
返
し
引
用
し
た
同
遺
教
経
 L
 の
「
俊
二
回
 
此
戒
 -
 
得
 レ
 ニ
エ
 
諸
禅
定
 及
滅
苦
 

智
説
 
こ
に
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
い
っ
て
み
れ
ば
（
 

4
 ）
 

き
わ
め
て
常
識
的
な
考
え
方
で
あ
っ
て
、
特
別
異
と
し
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
 

の
で
は
な
い
。
た
だ
こ
れ
が
次
の
よ
う
な
形
で
表
現
さ
れ
 る
と
、
少
し
く
問
題
を
生
じ
て
く
る
。
 

間
日
。
 或
 大
難
 云
 。
何
故
禅
宗
親
株
レ
 ニ
 エ
法
久
住
一
郎
。
 

谷
口
。
戒
律
定
食
工
法
久
住
 
-
2
 
法
位
。
今
 北
 禅
宗
 以
三
 
戒
 律
 -
 
為
レ
宗
 
。
故
上
エ
二
 

（
 
5
 
l
l
 

）
 

令
法
久
住
 義
 -
 
耳
 。
 

む
土
 

，
，
 
レ
 
悪
尉
 
号
 二
弾
 
人
 -
 
也
 
（
 
2
 
）
Ⅰ
 

。
 

）
的
位
置
に
あ
る
と
い
っ
た
っ
た
が
り
で
あ
る
こ
と
が
 

（
 
9
 

明
 ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
栄
西
の
他
の
言
葉
に
よ
っ
て
 

ぅ
 か
が
ぅ
と
、
 禅
は
戒
を
 

「
方
便
」
と
し
て
と
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
れ
性
 

ナ
 
」
 ぅ
 し
た
浄
戒
を
方
便
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
 

此
禅
 宗
 者
。
不
ま
 

必
望
二
 
長
遠
 之
 

 
 

（
 
O
 
l
 
Ⅰ
 
）
 

果
 ゆ
小
ま
敬
朋
 
二
 
後
日
 2
 盗
 づ
以
二
 
浄
戒
 -
 
篤
二
方
便
 
弓
抜
 -
-
 

眼
前
 2
 毒
箭
 ィ
期
 二
郎
 
生
之
妙
悟
 -
 
也
 」
と
い
い
、
ま
た
 
問
 答
 を
設
け
て
「
間
日
。
 

 
 

若
繭
 甚
深
実
相
。
凡
夫
行
業
 
難
 。
 
及
 。
 以
二
 
何
方
便
 -
 
両
行
 両
得
 耶
 。
谷
口
。
遺
教
経
 
云
 。
俊
二
国
 
此
戒
 -
 
得
レ
生
 
-
 
藷
 禅
定
没
滅
 苦
 智
慧
づ
是
政
 

戒
を
 先
と
し
初
め
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
 

ナ
 

ら
れ
る
も
の
で
、
こ
れ
を
き
わ
め
て
 

悶
明
 な
一
・
 ニ
の
 

 
 

比
丘
当
主
持
 
レ
戒
 
清
浄
 勿
 。
 令
 二
段
 
欠
づ
若
 
無
二
浄
戒
 
づ
 諸
善
 

Ⅱ
間
日
。
 若
爾
 者
。
破
戒
人
生
二
幅
 
心
 -
 
後
還
得
レ
禅
否
 
。
 

 
 

側
 に
止
め
て
左
に
掲
げ
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
 

っ
 

め
 穂
首
 不
レ
得
レ
生
 

。
足
取
 当
 。
 
知
 。
成
鳥
 二
 第
一
安
穏
 功
 

」
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
栄
 

各
通
。
大
理
 磐
経
云
 。
・
・
・
…
修
禅
 

要
決
云
 。
・
・
・
…
 

天
 ム
コ
 
止
 

葉
を
換
え
て
い
 

と
、
禅
は
一
学
五
 

%
 皆
以
レ
 
城
持
三
切
首
 

5
 
、
、
 、
、
 -
 

徳
 住
処
 -
 文
 …
…
英
仏
法
 

西
の
言
葉
の
随
所
に
見
 

て
い
る
。
 

親
元
。
・
・
・
…
方
等
 

云
 。
 

 
 

三
帰
五
戒
二
百
五
十
戒
。
 
如
レ
是
繊
悔
 
。
 若
 不
二
遠
里
 
-
 
無
 。
百
二
星
処
 
@
 
 屋
故
地
家
政
 レ
戒
為
レ
初
 

。
 以
レ
禅
為
 
。
 
究
 。
若
敵
 レ
戒
 
老
梅
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ニ
ド
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栄 西 

い 両 と の 
え 老 い 設 

ろ は っ 問 
こ 同 た v こ 

と じ こ 答 
もま こ と え 

「を " ともた " え ょ 

慕 い 実 か 
宗 つ は に 
」 た 「 掲 
と と 以 げ 
い 解 戒 ら 

つ し 為 れ 
て て 初 て 
も ょ 」 い 

@ ま 

  
  
でしで、 巽二 

      
基 ら ば 変 

5  (5) 

（
 
鞠
 ）
 

 
 

し
た
あ
と
を
続
け
て
、
こ
こ
で
も
「
 天
 ム
ロ
 宗
 止
観
 云
 。
 
凡
 大
歌
 洞
 賢
聖
 所
呵
 。
 
破
 悪
臣
浄
慧
。
…
…
 浄
禅
 自
浄
戒
 文
 」
と
し
て
、
こ
の
後
 

 
 

 
 

 
 

り
も
重
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
 も
 栄
西
は
さ
き
に
「
 以
 戒
律
 為
宗
 」
と
 記
 

 
 

 
 

め
 
%
 レ
初
以
 

O
 
 。
 禅
為
 。
 究
 
（
 
7
 
1
 
 
」
 
）
 
と
い
う
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
 の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
後
に
続
げ
ら
れ
た
問
答
の
な
か
 
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
 

@
 

 
 

は
、
 
禅
は
戒
を
土
台
と
し
て
そ
の
安
定
（
浄
化
Ⅴ
の
上
 に
 建
て
ら
れ
る
、
と
い
う
前
後
関
係
で
あ
っ
て
、
そ
の
軽
重
 

本
末
の
関
係
を
汲
み
と
 

 
 ， -%."""'" 卍 。 -: 澤 。 目 ' 。 " 。 。 。 戸 "' ポポ ' 千ギ 憶披 サツ ポだ や 『 て % 捧 

て の ま え 
「 文 たて す でぅ はか は " ら初 " 」 こ 問 と 「 『 な な 。 禅 言 と 

問 四 わ い い 宗 粟 か に 

                こま はを「は 
岩 合、 。 二 こ と こ 禅 換 為 明 瞭に 繭 者。止観 神 ヒ 禅宗 何 章 経ヒ の文章 に気が の文章 よりも えてい 光」と 

    
しなの つ と 

こ ら 「 を ぅ 

    ろ な 偽 果 意   う と 」 し 示 
か い の 、 さ 

が ぅ 意 成 れ 
つ よ と 律 て 
て ぅ と を い 

み る なつもる 意 てつ。 
と昧差 、 に 友禅 てこ の 
こ " え 宗 「 

の こ な の 為 
表 の い 生 字 

そ 宗 で し い 

し の る 父根 表 

意 現 し と は   味 を か す 前 
に 用 し る キ号 

用 い は 意 の 
い た た で よ 

ら の し お う 

れ て   て る な 

た あ 栄 ぅ 「   の ら 西 か 為   
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（
円
仁
）
 

云
 は
じ
せ
じ
と
各
各
 志
 ざ
せ
し
な
り
。
僧
正
の
余
銭
 あ
 り
 し
ほ
ど
は
か
く
の
如
く
な
り
 ぎ
 。
し
と
い
つ
て
い
る
ほ
 
ど
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
 

だ
 け
 禅
に
参
究
す
る
面
目
は
発
揮
さ
れ
て
い
た
も
の
で
 あ
ろ
う
。
た
だ
栄
西
の
著
述
を
通
し
て
み
る
か
ぎ
り
で
は
 、
 禅
は
い
さ
さ
か
戒
に
 

し
 伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
栄
西
が
開
創
し
た
建
仁
 寺
 に
お
け
る
 祀
 規
は
厳
粛
で
あ
っ
て
、
道
元
も
か
れ
が
 建
 仁
 寺
に
あ
っ
た
壮
年
の
 

そ
の
か
み
 

こ
ろ
を
回
想
し
て
、
「
 予
 昔
年
初
 て
 建
仁
寺
に
入
り
し
 時
 は
 、
僧
衆
随
分
に
三
業
を
守
 て
 、
仏
道
の
為
 め
 利
他
の
 た
め
に
 悪
 ぎ
こ
と
を
 ば
、
 

 
 

 
 

え
 与
え
て
い
る
。
「
北
家
。
 
強
 勧
工
持
戒
三
生
 取
レ
舶
 。
 
期
 二
 現
益
 -
 也
 」
と
い
っ
た
表
現
な
 ど
 は
そ
の
現
わ
れ
で
あ
 る
と
み
て
よ
い
。
し
か
 

栄
西
に
お
い
て
は
終
始
一
貫
し
た
立
場
で
あ
っ
た
の
で
 あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
か
え
っ
て
祀
の
比
重
が
軽
視
さ
れ
 た
か
の
 2
5
 

な
 印
象
さ
 

 
 

確
 と
か
い
つ
た
意
味
で
の
「
 本
 」
で
あ
り
、
前
後
関
係
 で
い
え
ば
「
 先
 」
の
意
を
出
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
 。
ま
た
栄
西
が
 、
 戒
を
 

「
 宗
 」
と
す
る
と
説
い
た
箇
所
は
 、
 ㍉
興
禅
護
国
論
 L
 で
 は
 前
掲
の
一
文
の
ほ
か
に
は
な
く
、
「
 
先
 」
と
し
「
 初
 」
 と
す
る
趣
意
は
随
所
に
 

み
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
 あ
り
、
ま
た
妥
当
で
あ
ろ
う
。
も
つ
と
も
「
日
本
仏
法
 
中
轍
父
 
願
文
 ヒ
 に
は
「
 ぬ
聲
 

Ⅰ
（
 
ば
 ）
 

隆
 仏
法
り
消
ニ
信
施
 罪
呵
以
 。
 戒
為
レ
本
 」
と
い
う
言
葉
を
 見
出
す
が
、
こ
の
場
合
の
「
 
以
レ
戒
為
レ
本
 」
は
、
こ
の
 
司
頗
 文
 し
が
一
貫
し
て
説
く
 

 
 

主
張
に
照
し
て
、
す
で
に
さ
き
に
禅
宗
と
し
て
の
立
場
 か
ら
示
さ
れ
た
「
 以
 戒
律
為
永
」
の
意
味
と
は
違
っ
た
も
 の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

（
 
a
 
2
 ）
 

い
 だ
ろ
う
。
㍉
願
文
 L
 の
説
く
と
こ
ろ
は
、
一
点
に
し
ぼ
 つ
て
い
え
ば
、
「
 令
千
 修
二
梵
行
 -
 
時
め
戒
律
上
者
。
仏
法
再
興
 。
王
法
水
団
 乎
 」
と
い
 

う
 願
い
に
収
ま
り
、
戒
を
「
仏
法
再
興
王
法
 永
 固
し
と
 
い
 5
 目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
第
一
要
件
で
あ
る
と
す
る
 意
味
が
認
め
ら
れ
、
 
禅
 

宗
 に
か
ぎ
ら
ず
、
僧
衆
す
べ
て
に
要
求
さ
れ
る
も
の
と
 考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
戒
を
「
 本
 」
と
す
る
意
趣
も
 、
戒
 

が
消
罪
 の
た
め
に
も
つ
と
も
 奔
 れ
て
い
る
と
い
お
 う
と
 す
る
も
の
で
あ
り
、
栄
西
の
禅
宗
と
必
然
的
な
直
接
関
係
 を
も
た
な
い
の
で
あ
 

る
 。
こ
の
意
味
で
、
㍉
願
文
 L
 が
い
 う
 
「
夙
成
為
末
」
は
 さ
き
に
示
さ
れ
た
「
為
々
 
下
 し
と
は
明
ら
か
に
 範
濤
を
異
 に
し
た
も
の
と
し
て
 理
 

解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

栄
西
は
こ
の
よ
う
に
戒
律
を
も
つ
て
禅
に
参
究
す
る
た
 め
の
基
本
で
あ
り
前
提
で
あ
る
と
し
た
。
「
 
若
欲
レ
成
レ
定
 。
必
須
 レ
依
 -
 
定
力
め
 若
 

（
 
り
ろ
 

う
 
う
 
）
 

（
 
l
l
 

2
 ）
 

無
二
戎
兵
 -
 
面
縛
二
弾
（
生
者
。
 無
 。
百
ニ
 
是
処
ニ
 「
 若
 持
戒
 清
浄
。
 必
 博
二
一
切
禅
定
 -
 智
慧
成
就
円
満
 央
 」
と
い
う
 意
 味
 で
の
戒
律
重
視
は
 、
 

(6)  6 
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興
味
あ
る
こ
と
は
、
さ
き
に
示
し
た
こ
と
に
窺
わ
れ
る
 

2
5
 に
、
「
担
輿
 
扶
律
 」
 

を
天
 ム
ロ
宗
の
典
籍
に
よ
っ
て
論
証
し
な
が
ら
、
逆
に
同
 

じ
も
の
に
よ
っ
て
同
法
華
経
口
の
説
く
と
こ
ろ
を
批
判
し
 

た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
 

は
 、
あ
る
ひ
と
の
非
難
と
し
て
、
同
法
華
経
 

L
 に
は
「
 若
 持
 此
経
 是
名
 持
戒
。
 疾
 得
仏
道
」
と
あ
る
か
ら
、
「
 

乗
急
 」
で
あ
れ
ば
、
「
 
戒
緩
 」
 

で
あ
っ
て
も
よ
い
、
と
説
い
た
こ
と
に
対
す
る
論
難
に
 

う
か
が
わ
れ
る
も
の
で
、
「
 

天
 ム
ロ
宗
弘
 

決
云
 。
 登
容
二
 
破
戒
 -
 
称
為
 二
仏
乗
 
@
 若
緑
 二
 

是
名
 持
戒
文
 り
数
犯
 工
事
成
り
 
但
読
二
 
法
華
 -
 
市
有
 レ
効
 
者
。
 

 
 

な
ど
を
援
用
し
て
、
「
 
法
 

華
 経
芸
。
 於
戒
有
 欠
漏
不
堪
 受
 走
法
文
久
 云
 。
一
切
 
破
 戒
亦
 不
親
近
敬
意
兵
破
戒
 人
尚
 不
親
近
。
泥
目
 
恩
 二
足
 

タ
伯
 
仕
 
何
 %
 
八
十
人
 

（
 
3
 
 

3
 
）
 り
 還
 破
戒
 哉
 。
 

其
逮
 二
星
 
則
 築
造
句
Ⅱ
空
費
 
-
@
 時
 六
時
 2
 弾
 り
 伸
二
景
 
名
 持
戒
文
 ゅ
妄
犯
 二
四
重
十
重
二
戒
め
 

是
 晋
三
大
乗
 
-
 
赤
井
 二
 
小
乗
 -
 
乎
 」
と
論
じ
て
い
 

る
こ
と
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
論
難
は
栄
西
の
天
 

ム
 
ロ
宗
に
対
す
る
関
係
を
想
起
す
る
と
き
、
こ
こ
に
い
 

う
 「
 
成
人
」
が
ど
 
う
 し
た
ひ
 

と
で
あ
る
か
解
ら
な
い
だ
げ
に
、
興
味
を
感
ぜ
さ
せ
る
 

が
 、
し
か
し
実
は
そ
れ
は
か
り
で
は
な
く
、
㍉
法
華
経
 

ヒ
 に
い
 う
 「
持
経
」
を
 

西
 
「
持
戒
し
と
す
る
、
そ
う
し
た
戒
の
捉
え
方
を
ま
っ
 

た
く
許
そ
う
と
し
な
か
つ
た
、
栄
西
の
考
え
方
が
端
的
 

  

 
 

注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
言
葉
を
か
え
 

て
 言
え
ば
、
栄
西
が
 
戒
と
 指
す
も
の
は
抽
象
的
に
捉
え
 
ろ
 れ
た
、
「
本
有
 
戒
 」
 な
 
㏄
 

栄
 
ど
と
い
っ
た
 理
戒
 で
は
な
く
て
、
具
体
的
な
 
、
現
 実
に
足
を
す
え
た
 
事
戎
 で
あ
る
こ
と
を
極
め
て
明
白
に
 
襄
 
叫
 つ
て
Ⅰ
い
る
 

ハ
 
り
で
あ
る
。
 
卜
 
し
れ
 7
 
う
 

に
 足
場
を
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
 

局
 し
て
、
「
担
架
 経
 し
に
示
す
「
 扶
律
説
常
 」
 

に
 「
間
日
。
禅
宗
 何
強
勧
ニ
 戒
行
 -
 
耶
 。
谷
口
。
 

兄
 心
。
念
念
相
応
諸
波
羅
蜜
。
 雄
 鈍
根
小
智
。
 と

は
、
「
興
禅
護
国
論
」
に
 、
天
 ム
ロ
宗
の
「
釈
義
」
 や
 「
 私
決
 」
や
「
止
観
 義
 例
ヒ
を
訓
 

（
㏄
㏄
）
 

の
義
 こ
そ
、
末
世
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
、
 

と
語
 ら
せ
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
随
所
 

担
架
 扶
律
 顕
官
意
地
」
「
今
 北
 禅
宗
祖
 子
 。
決
択
身
心
 。
守
護
戒
律
。
心
木
 澄
浄
 。
歓
然
 

（
 
9
 
2
 ）
 

 
 

（
 
o
 
3
 
り
 ）
 

而
 持
戒
清
浄
。
葉
裏
絵
心
月
期
 然
 。
 如
 大
経
 中
扶
律
説
 常
 。
 則
此
 意
 地
 」
と
記
し
て
い
る
 

（
 
為
 ）
 

寄
り
か
か
り
、
そ
の
 扶
 げ
に
安
住
し
て
い
る
感
が
深
い
 ，
 
」
と
は
い
な
め
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
，
 
ぇ
ば
 「
 扶
律
 禅
法
」
と
い
 

（
 
7
 
2
 ）
 

い
、
「
外
灯
ニ
 
%
 興
扶
 待
づ
内
供
 二
 
般
若
智
慧
ゅ
藍
尾
禅
宗
 

 
 

Ⅱ
 
故
謂
二
之
 弘
禅
 -
 
也
」
と
 

い
つ
た
表
現
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
 注
 目
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
戒
律
重
視
が
「
 浬
薬
 経
口
 の
 「
 扶
律
 顕
官
」
の
 義
 



 
 

甲
 
・
 そ

し
て
そ
の
 
雨
 戒
の
把
握
の
仕
方
も
 シ
ナ
 の
道
宣
や
湛
 

然
の
説
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
 

ち
 道
宣
が
或
る
ひ
と
 

の
 言
に
、
自
分
は
大
乗
の
人
で
あ
っ
て
小
乗
の
法
を
行
 ず
 る
 必
要
を
認
め
な
い
、
と
舌
口
つ
た
こ
と
を
と
っ
て
 

、
 「
 此
則
 内
幸
垂
ロ
 薩
 定
心
ぺ
 

（
 
几
 
4
 
u
 
Ⅰ
 
）
 

外
閲
ニ
 声
聞
 2
 行
め
白
井
 二
 如
法
達
士
ゆ
執
 能
鑑
レ
 2
 者
 哉
 」
 と
 評
し
た
こ
と
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
栄
西
は
こ
の
 評
言
こ
そ
禅
宗
に
と
 っ
 

（
 
Ⅱ
）
 

@
 

て
要
枢
 で
あ
る
と
し
、
大
小
の
戒
に
対
し
て
は
「
外
学
 二
 声
聞
威
儀
 弍
 内
壁
書
 薩
慈
企
 」
と
い
っ
た
関
係
が
両
 
戒
の
正
し
い
在
り
方
で
 

あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
，
こ
う
し
た
、
外
に
声
聞
の
 威
儀
を
た
も
ち
、
内
に
菩
薩
の
大
悲
を
存
す
る
と
い
つ
た
 両
 戒
の
捉
え
方
は
 、
栄
 

癩
 
"
"
"
"
,
 

"
 
。
 
"
"
 
。
 

（
Ⅰ
 

Ⅰ
 
r
 
3
 
）
 

が
 望
ま
れ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
栄
西
は
こ
の
 ょ
 う
 な
シ
ナ
禅
林
伝
統
の
宗
義
を
う
げ
て
「
四
分
梵
網
等
 戒
 。
是
正
 所
 官
地
」
「
 今
 

（
 
g
 
3
 ）
 

（
 
8
 
3
 ）
 

此
 完
本
レ
 ニ
 エ
成
 2
 大
小
 り
 偏
曲
持
戒
梵
行
 央
 」
「
 待
 兼
 二
 雨
域
 ニ
 
と
い
っ
た
大
小
二
戒
の
護
持
を
、
そ
の
ま
ま
の
 形
で
移
植
し
た
わ
 け
 で
 

あ
る
。
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え - 
て 達   
る も 
こ の 

と r こ 
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  て 善 二 取 る 大 、 そ 

沃 、 る 
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も
そ
の
ま
ま
の
形
で
包
容
さ
れ
な
く
て
は
 

は
 栄
西
の
考
え
方
と
類
似
し
た
も
の
を
 認
 

大
乗
の
円
頓
戒
か
ら
 切
 離
し
て
、
そ
れ
と
 

た
の
で
あ
ろ
う
。
 

さ
て
こ
の
よ
う
に
栄
西
は
外
に
声
聞
の
 

薩
 戒
の
受
持
に
お
い
て
た
も
た
れ
る
も
の
 

ら
な
い
。
い
わ
ば
菩
薩
戒
の
こ
こ
ろ
が
こ
 

聞
の
律
儀
も
た
だ
の
声
聞
の
律
儀
に
終
ら
 

つ
て
受
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
 

て
い
る
か
ら
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
 

で
あ
る
。
栄
西
は
こ
れ
を
「
出
家
大
綱
ヒ
 な

ら
な
い
と
認
め
、
そ
の
法
華
開
会
を
ま
た
「
菩
薩
 意
 」
 と
お
さ
え
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
 

め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 証
貢
 が
シ
ナ
 天
ム
 
回
教
学
の
円
 戒
 観
を
日
本
天
台
の
一
向
 

し
て
率
直
に
理
解
し
ょ
う
と
努
め
た
か
ら
で
あ
る
。
 そ
 @
 
」
に
は
か
ら
ず
も
両
者
の
相
似
が
生
じ
 

律
儀
、
内
に
菩
薩
の
慈
心
と
対
照
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
、
 こ
こ
に
い
 う
 菩
薩
の
慈
心
が
梵
網
 菩
 

で
あ
り
、
い
っ
て
み
れ
ば
菩
薩
戒
そ
の
も
の
を
含
め
て
 い
わ
れ
て
い
る
の
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
 

の
 菩
薩
の
慈
心
で
あ
り
、
こ
の
菩
薩
戒
の
こ
こ
ろ
を
 こ
ナ
 
」
ろ
と
し
て
菩
薩
戒
が
受
持
さ
れ
、
 声
 

な
い
で
、
そ
の
二
乗
の
心
を
払
拭
し
つ
く
さ
れ
た
、
 大
 小
の
差
別
を
超
え
た
声
聞
の
律
儀
と
な
 

て
 「
比
奈
 不
レ
撰
 ニ
成
 
2
 大
地
」
と
い
わ
れ
る
の
も
、
こ
 

（
 
8
 ）
 

う
 し

た
菩
薩
戒
の
心
を
そ
の
基
盤
と
し
 

で
 任
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
「
 心
 」
は
ま
た
禅
の
心
 と
も
一
つ
に
な
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
 

の
中
で
次
の
よ
う
な
表
現
を
通
し
て
語
っ
て
い
る
。
 そ
 れ
は
菩
薩
戒
を
説
明
し
た
言
葉
の
な
か
 

 
 

（
 
7
 
4
 ）
 

小
乗
で
あ
る
四
分
律
も
「
令
望
 こ
 菩
薩
 開
権
意
 -
 故
 。
篤
二
 大
乗
戒
 ニ
 
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
こ
で
法
華
 開
 会
の
立
場
か
ら
は
小
我
 

戒
に
 変
え
て
し
ま
う
鍵
を
摘
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
が
 、
ま
た
舌
口
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
大
小
雨
戒
の
相
違
は
戒
 
相
 そ
の
も
の
の
違
い
で
 

ほ
 な
く
て
、
そ
れ
を
受
持
す
る
も
の
の
心
の
持
ち
方
の
 差
 に
よ
っ
て
き
ま
ぁ
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
 

し
か
し
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
最
澄
以
降
、
日
本
天
台
 で
は
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
な
か
つ
た
。
日
域
 と
 い
 5
 名
は
小
我
 を
捨
 

棄
 し
た
、
純
大
乗
の
絶
待
 戒
 と
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
 

「
 仮
受
 小
 成
 」
を
さ
え
捨
て
さ
 つ
 た
か
ら
で
あ
る
。
 し
 た
が
つ
て
 上
 記
の
湛
然
 

-
 

に
み
ら
れ
る
、
シ
ナ
 天
 ム
ロ
伝
統
の
法
華
開
会
を
基
盤
と
 

 
 

で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
 

が
天
 ム
ロ
教
学
を
シ
ナ
天
台
の
伝
統
に
 
柚
 さ
し
て
研
究
し
 よ
う
と
し
た
 証
 真
に
よ
っ
て
か
な
り
素
直
に
取
上
げ
ら
れ
 た
こ
と
は
注
意
し
て
よ
 

 
 

い
 。
か
れ
は
「
 戒
 無
二
大
小
二
と
い
う
提
言
に
つ
い
て
 
「
菩
薩
 難
 不
同
 
こ
 小
乗
出
家
 -
 
営
中
小
乗
 
成
 典
市
聖
毒
口
 薩
 仝
 
星
 県
ヱ
 
合
 未
 成
 
-
 
㏄
）
と
考
え
、
 

」
 

(10) 10 



 
 

ヤ
，
 

  

    

栄 西 

な で 
； ト ら ほ こ 

頃 " れ な か の 

有か 大口。 はいれよ は ぅ 

徳 山 叡 な 
自 ， 家   

大 @ こ   
の し 

一 ヱミ 。 。 ； で " 別 て 
由 っ 授 は 
門 ぎ の そ 
別 の 菩 の 
キ受， よ 露 ィ青 

善 う 戒 を 
薩 v こ に 捨 
戒 " い 射 て 
4 片， つ し て て ソ @ て 戒 
正，い ほ だ 
破メる ど げ 
ムグ   の を 

よ と 

己 ス五 % 
裁 " 

う つ 

    に た 

七 考   
4 ム え 米 
遺 て 西 
流， い の 
  た 包 
専一 の 容 
ム一 

ム 
だ 的 

  ろ な 

親 。 ぅ 理 
聞， か 解 

  の 
止ヒ，   こ 仕 
日ヲ   の 方 

一 技 こ か 

働 と ら 

紬 を H 艮 

レ極 。 を 注意 転 
土 

  
  
已， 

なげ て 、 
堕， 

れ そ 
    
11 (t Ⅰ ) 

 
 

 
  

 

 
  

 

サ @ ヒ 

つ た恋愛いすりるこ 大は と等い み 

の 般 持 ず る 寂以 と こ 分 菩 ら 

  一 一 " 一 "   
解 と 十   

と の い る 般、 て ぅ 学 四 
し で て と 若 、 い の 忽 十 
て あ は こ 者、 る が 学 人 
の り 戒 ろ 禅、 か そ 。 軽 
弾 、 そ で 宗、 ら れ 不 足 

糾快   
ぎ の の   
起 差 に 

て 紐 の 
其、 

つ薩異 て 戒が - 。 若 、 
、 を 認 

が す れ 

た 心 い 

さ の 大 
ず 心 と 

菩 が も   
    

の 戒 も 経 世 の 
仏法 

受 を 変 
  

持 通 え 
で し る 前 因 に 意味 ヒを 雄二編 諸山 

あ て の 依 正 月 円 



巡
用
 

，
・
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@
f
y
@
V
f
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@
y
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。
 
一
 

"
 
"
"
 

 
 

"
"
"
"
 
一
 
。
 

 
 

 
 

が
 
￥
 
￥
 

:
;
 

九
二
別
文
 -
 里
六
 
%
 林
ル
 
%
 
掘
 弱
佳
士
 

」
（
 

尼
 
5
 
こ
 

）
 
-
 
と
い
つ
た
と
こ
ろ
に
落
着
 い
た
か
ぎ
り
で
は
、
 
別
授
 梵
網
成
を
と
っ
て
最
上
の
も
の
 と
し
な
か
つ
た
こ
と
が
 

有
夫
 ま
 択
 -
 

わ
か
る
。
 
い
 や
む
し
ろ
、
「
伝
教
大
師
の
別
 授
 菩
薩
戒
 の
 正
否
を
説
」
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
し
た
弁
護
は
 、
栄
 西
 自
身
が
そ
の
当
時
 ぅ
 

げ
た
 妨
 難
に
対
す
る
自
己
弁
護
の
た
め
で
も
あ
っ
た
 と
 さ
え
考
え
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
て
 、
 正
し
く
最
澄
の
円
 戒
 を
 擁
護
し
ょ
う
と
し
た
 

（
 
6
 
5
 ）
 

だ
け
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
，
「
栄
西
 北
頃
負
 -
 
@
 
種
 妨
難
 ゆ
共
八
者
別
弟
子
中
多
多
。
他
門
中
文
 有
レ
 数
央
 。
」
と
い
い
、
「
有
志
 

（
 
つ
 
ミ
 
1
 
リ
 
）
 

ヱ
 弟
子
 設
得
レ
理
勿
レ
譚
レ
 勝
二
旅
帥
 づ
 雄
二
糖
 怠
 -
 
勿
レ
見
レ
 
短
 」
と
い
つ
た
言
葉
を
「
出
家
大
綱
 
ヒ
 
0
 巻
末
に
記
し
 て
 Ⅰ
 
り
る
 @
 
し
と
や
、
本
章
 日
 

 
 散

大
師
 別
授
 菩
薩
戒
 之
 正
否
 -
 芙
 。
大
師
 巳
逝
 。
講
会
 二
 汝
 哉
ピ
、
 

き
戸
 

芳
雄
 

@
 

-
 （
 
4
 
@
 
 

）
 
と
い
っ
て
、
古
人
を
鞭
打
っ
非
情
を
せ
め
 、
結
局
は
「
 善
戒
 経
文
 

 
 

  

ワ
 
イ
 

六
テ
 

ス
ル
 

セ
ン
 

@
 

 
 

魔
網
ゅ
 
千
仏
無
二
 

能
救
 -
 
乎
 。
・
英
人
欲
。
 

生
二
 
般
若
 -
 
還
燥
二
 
般
若
種
子
め
立
耳
 

レ
悲
央
 
。
孝
こ
般
若
 

-
 
善
悪
両
下
 
レ
可
レ
 

憎
 。
 況
 善
哉
。
 凡
 

 
 

 
 

ナ
ル
 
ヲ
ヤ
 

 
 

ナ
 
@
 

 
 

 
 

観
ニ
 
運
送
 中
 是
非
 -
 
是
非
 倶
井
 
。
夢
裏
有
無
有
無
 

倶
無
 
。
 士
 
（
 
是
 般
若
 世
 。
何
 
況
 如
来
説
教
区
区
大
士
弘
経
口
 

甘
叩
也
 
。
伝
教
大
師
 
別
授
 

チ
カ
 

 
 

 
 

菩
薩
戒
百
ニ
 

何
 過
失
 -
 
哉
。
 我
 大
師
君
 
不
レ
 
建
三
エ
 
別
授
菩
 
薩
 我
 -
 
者
。
此
土
末
代
無
二
持
律
入
り
 

因
 。
何
 
結
 二
 
成
縁
 -
 
哉
 。
 況
 仮
時
賢
人
明
匠
 

乏
二
 
・
真
人
 
-
 
哉
。
何
 
況
別
授
 
菩
薩
戒
特
有
 
レ
 白
手
。
和
順
 

  

こ
れ
は
か
れ
の
 

円
戒
 観
を
語
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
な
 

く
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
か
れ
は
、
 

消
極
的
で
は
あ
る
 

げ
 

れ
ど
も
、
最
澄
の
別
授
戒
、
す
な
わ
ち
 

単
授
 
梵
網
成
 
に
 「
何
の
過
失
」
も
な
い
こ
と
、
末
代
の
た
め
に
必
要
な
も
 

の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
 

な
ど
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
明
示
さ
れ
て
い
な
 

い
が
、
梵
網
成
 

が
 四
衆
に
ひ
と
し
く
自
誓
受
を
許
し
て
い
 

る
か
ら
、
こ
れ
に
 

ょ
っ
 

て
も
菩
薩
比
丘
の
名
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
 

梵
 網
の
八
万
威
儀
の
な
か
に
は
、
「
五
戒
・
八
戒
・
十
戒
・
 

二
百
五
十
戒
を
博
ご
し
 

て
い
る
こ
と
な
ど
を
、
栄
西
の
あ
げ
た
理
由
と
考
え
 

も
 れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
理
由
は
あ
ま
り
 

直
接
的
で
は
な
く
、
 

そ
 

れ
と
し
て
重
み
を
持
つ
て
い
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
 

栄
西
自
身
、
最
澄
が
何
故
あ
の
よ
う
な
 

別
授
 菩
薩
戒
を
 

創
設
し
た
の
か
、
そ
の
 

「
 
元
 意
は
全
く
之
を
示
す
」
（
 

3
 
5
 
 

）
 こ
と
が
で
き
な
い
、
と
し
て
 

い
る
こ
と
か
ら
も
 

肯
 づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
 

に
 「
 
其
 菩
薩
 
究
覚
 道
理
 

（
 
受
力
 
）
 

只
 不
二
五
 
相
 是
非
 -
 
也
 」
と
い
う
抽
象
論
を
説
く
と
と
も
 

に
 「
 
若
別
授
 
菩
薩
戒
不
正
者
 

授
 二
具
成
 
-
 
行
二
具
 
戒
 -
 
人
之
苦
 
也
 。
 汝
何
 音
也
。
 
損
レ
 

道
 重
ニ
悪
道
 

-
 
波
 代
受
レ
 
苦
辛
。
故
君
仏
ニ
比
目
是
非
 

レ
他
之
 
蛙
手
 
堕
二
 
悪
道
 -
 
武
能
 救
レ
汝
 
。
穴
賢
穴
賢
。
 

自
 。
今
旦
後
見
 

守
二
枚
目
 

情
 -
 
莫
 レ
ニ
エ
 

伝
 (12) 12 

    
  

  

  

  



。 ゴツ ' 

    
  

  

  

  

  
  
  

  

    

  

  
  

  

  

    

，ヒ 

 
 

  

栄 西 

い か 

， え り 

な で 
い ほ 

よ な 

  
あ こ 

る れ を 
た さ 
と ら 
え に 
@ ま 糸田 

第 か 
一 一 v ァ し 

の 内 
小 谷 

乗 に 
戒 当 
せこ 。 つ 
っ て 

い み 

て て 
青 み 

ぅ る 
と と   
ろも 
な っ 

対 と 

北 条 
し く 

て の 

み 類 
る 似 
  が 、 

尋思 

め 

ら 

れ 
る 

そ 
れ 
@ ま 

単 
化 @ し 

偶 
然 
と 

@ ま 

13 (13) 

一
者
人
天
威
。
二
者
小
乗
 戒
 。
三
者
権
大
乗
戒
。
四
者
 圓
 

と
あ
っ
て
、
表
現
に
も
類
似
性
が
感
ぜ
ら
れ
 る
 。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ば
 

 
 

  

然
を
撰
者
と
す
る
 
偽
撰
 の
同
金
剛
宝
戒
釈
義
 
章
ヒ
と
は
 ぼ
 一
致
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
 

今
就
 三
代
所
説
戒
 ぺ
 略
挙
 -
@
 
積
 異
 -
 
駅
レ
義
 
。
 

が
 
"
 

 
 

串
 

ケ
廿
 

"
  
 

 
 

 
 

ド
 
・
 
-
 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

モ
 
・
 
ナ
 
@
 
イ
 
;
.
 
Ⅰ
 

サ
  
 

比
 
l
 

 
 

 
 

 
 

*
@
!
@
@
 

せ
臣
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

て
 
、
こ
れ
ら
の
文
が
そ
の
再
治
の
と
き
に
付
加
さ
れ
た
 

も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
は
、
こ
の
 

ょ
う
 
な
推
測
を
 

許
し
て
い
る
。
 

2
 

さ
て
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
最
澄
創
設
の
別
 

授
 
菩
薩
戒
に
対
し
て
は
、
そ
の
創
設
の
元
旨
は
わ
か
ら
な
い
 

と
し
て
、
即
か
ず
 

離
 

れ
 ず
と
い
っ
た
態
度
を
と
り
、
消
極
的
な
支
持
に
止
ま
 

つ
 
た
も
の
と
み
て
よ
い
が
、
こ
こ
で
注
意
し
て
置
か
な
 

げ
 れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
 

栄
西
 
作
 と
さ
れ
る
「
円
頓
三
案
一
心
 

戒
ヒ
の
 

存
在
で
あ
 

る
 。
 

こ
の
書
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
取
上
げ
ら
れ
た
場
合
で
 

も
 、
内
容
上
で
は
安
然
の
「
普
通
底
 

釈
 」
が
多
く
用
い
ら
 

ね
 、
そ
の
こ
と
が
、
 

 
 

 
 

 
 

（
 
Ⅰ
）
 

g
 
-
@
@
 

こ
の
書
を
栄
西
 

撲
 と
認
め
た
こ
と
な
ど
が
、
わ
ず
か
に
 

撰
 
者
を
栄
西
に
あ
て
よ
 

う
 と
す
る
例
証
と
さ
れ
た
に
す
ぎ
 

な
い
。
い
わ
ば
積
極
的
 

な
 証
拠
は
ま
だ
見
出
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
 

い
 
つ
 
わ
り
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
 

，
し
た
が
つ
て
真
偽
い
ず
れ
と
も
ま
だ
決
定
し
て
い
な
い
 

と
み
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
が
、
い
ま
こ
こ
で
幾
つ
か
の
 

問
題
を
提
示
し
て
、
 

別
 

の
 
角
度
か
ら
こ
れ
を
考
え
て
み
た
い
。
 

（
 
0
 
6
 
）
 

モ
是
ヲ
タ
ハ
 

手
 テ
四
 
ト
ス
」
（
 

6
 
 

1
 
）
 
と
し
て
「
一
八
人
天
威
、
 

一
 
一
八
二
乗
 

戒
 、
三
八
菩
薩
戒
、
四
八
 

ル
い
戒
 

」
（
 

6
 
 

2
 
）
 とし
て
い
る
 

が
 
、
こ
の
分
類
法
は
法
 

t"@*<WS1i@yV?c     

が 、 

栄 
西 
が 

在 
唐 
中 
Ⅴ ァ Ⅰ 

タま 

ク一 ま 。 

略 
儀 
を 
垂 
じ 

後 
正 
浩一 

  
年 
ソブ し 

な 
つ 
て 

再 「 
治 
  
て 

以 
て 

同 
ⅠⅠ 月け l 震 

の 

初 
学 
v ァ し 

始 ⑬ 
」） 

そ 
@ 
と 

し 

ナ - Ⅰ 

も 
の 

で 

あ 
つ 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

r
-
@
r
,
 

  

ハ
 いま
 門
 
釈
義
 章
 ㌔
の
叙
述
の
順
序
に
従
っ
て
 け
 ㈲
…
の
 数
字
を
付
け
た
が
、
 司
 
円
頓
二
 %
 一
心
 戒
 」
の
順
序
は
 a
b
 

…
の
と
お
り
で
 

㈹
…
顕
戒
論
 雄
 畦
豆
、
自
今
 己
後
不
レ
受
 
三
月
間
利
益
 
り
 自
誓
願
 棄
 臣
捨
 二
百
 

 
 

動
か
於
亡
 

 
 

小
乗
法
 -
 
下
り
可
二
敗
 
レ
手
 [
=
 
手
執
 ロ
口
 読
叩
 
已
上
 

    

  
  

ロ
 
釈
義
 草
 し
 

㈱
…
 是
 n
n
 

就
中
ロ
二
百
五
十
戒
八
十
者
 

ロ
 三
千
威
儀
六
万
 

組
 荷
足
 n
+
 

則
し
比
丘
具
足
戒
 

也
 。
五
百
戒
八
十
者
倍
 

し
 六
千
威
儀
十
二
万
 

 
 

細
行
 是
 

 
 

ハ
 
一
）
比
丘
尼
具
足
戒
 

也
 。
 

 
 

 
 

㈲
・
・
・
 

若
破
二
 
一
成
一
則
 

破
 臣
一
切
一
半
 

レ
之
故
 
[
=
 

諸
成
Ⅱ
 

一
 
成
浩
 犯
 n
n
 
君
 

 
 

犯
 一
成
）
 
則
犯
 三
諸
成
づ
 

而
還
 n
n
 
受
 孝
之
放
縦
雄
毅
一
小
壺
 

一
 
披
 一
切
 

破
犯
 一
切
 
犯
ロ
 必
定
 堕
 ニ
悪
趣
 
一
 

 
 

 
 

防
軽
 [
n
 
羅
 り
入
（
 
戒
 ハ
一
口
奏
二
行
獄
卒
や
若
人
二
鬼
畜
 

自
千
 
道
ゴ
則
 

 
 

小
口
戒
善
ハ
一
し
箆
ハ
干
支
口
持
者
 

n
+
 
則
り
成
三
一
乗
り
忘
 

臣
 n
n
 

Ⅱ
弓
場
 

先
仏
性
 ゃ
 

㈲
・
・
・
 

鰯
掘
経
云
 
、
 寧
越
 三
野
千
之
小
一
真
 

レ
起
 
三
一
乗
 
之
 

Ⅰ
 煮
掘
 経
回
。
黒
癩
野
干
 ノ
心
ヲ
 
八
発
ス
ト
モ
一
念
 
モ
 二
乗
 
 
 

発
ス
ヘ
 
カ
ラ
ス
。
 

9
 サ
レ
ハ
伝
教
大
師
 ハ
 大
乗
戒
 ヲ
 受
給
 テ
後
 ハ
心
憂
 物
ハ
 小
乗
 
-
  
 

リ
ケ
鉤
い
テ
 
起
請
 ヲ
カ
キ
テ
 
元
ク
。
 
自
 ム
コ
城
壁
戸
閾
 ノ
 利
益
 
 
 

シ
 。
 誓
 二
百
五
十
戒
 ヲ
棄
 ト
地
。
 ス
 慈
覚
大
師
 ノ
 起
請
ニ
元
ク
  
 

 
 

 
 

モ
読
シ
ト
云
 。
 

い
ヲ
 

テ
有
 

ハ
受
 

地
獄
 

ロ
ニ
 

（
マ
マ
）
 

e
 此
戒
 ハ
 %
 レ
 ヤ
ス
シ
。
 故
 土
器
Ⅰ
 楡
ヘ
タ
り
 。
イ
カ
二
会
キ
モ
 二
度
 

ノ
 周
三
エ
コ
ト
 ナ
シ
っ
況
ヤ
破
 レ
タ
ラ
ン
 ヲ
ヤ
 。
 

C
 君
寵
 持
 ヌ
レ
八
二
乗
 ト
成
テ
仏
ノ
種
ヲ
イ
リ
ウ
シ
 ナ
ウ
 物
 ト
成
ル
 

也
 。
仁
成
徳
ア
リ
テ
地
獄
ヰ
行
 ハ
談
庁
 
。
（
マ
マ
）
畜
生
道
 

法
王
 ト
成
ル
 

ヰ
行
 ハ
 

師
子
虎
狼
 鷲
鵠
ト
成
ル
 。
 

 
 

「
円
頓
二
家
『
 心
戒
ヒ
 

 
 

ム
僧
ノ
 成
ヰ
二
百
五
十
戒
ア
リ
 0
 是
 二
三
千
 ノ
 威
儀
六
万
 ノ
 細
行
 ア
 

 
 
 
 

り
 。
ス
尼
 ノ
戒
 
二
五
百
戒
ア
リ
。
比
ヰ
六
千
威
儀
十
二
万
 ノ
 細
行
 ア
ひ
 

J
 。
 

 
 

戒
 八
一
 



 
   

栄
 

金
剛
宝
戒
 ト
 ハ
字
ン
タ
ル
 也
 
」
（
 

4
 
7
 
 

）
 と
い
う
こ
と
は
、
 
後
 者
に
「
円
頓
成
仏
。
…
・
・
・
 
以
レ
 情
偽
 二
 
初
入
 -
 
也
 。
 
謂
 諸
仏
 適
言
。
一
切
加
来
金
剛
宝
戒
。
Ⅱ
 

 
 

 
 

タ
ユ
 ム
事
 無
ク
 一
心
金
剛
宝
戒
 ト
 ハ
車
地
」
「
 疑
フ
心
、
 ツ
ユ
 チ
リ
 計
 モ
燕
ク
シ
テ
 受
 ツ
ル
 心
ノ
 堅
固
ナ
ル
 即
仏
 二
テ
 百
枚
二
仏
 ノ
 一
心
㏄
 

 
 

    

  

 
 

 
 

占
め
二
リ
。
 

口
 

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
両
者
の
関
係
は
き
わ
め
て
 密
 接
 な
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
相
似
は
こ
れ
だ
げ
に
 止
 ま
う
な
い
。
第
三
の
 

菩
薩
戒
に
お
い
て
も
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
 

6
 
 

6
 ）
 し
 た
が
っ
て
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
一
が
他
を
参
照
し
た
か
 、
 二
つ
と
も
あ
る
何
か
 

を
 参
照
し
た
か
の
執
れ
か
で
あ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
 で
き
る
。
し
か
し
お
そ
ら
く
二
つ
と
も
何
か
あ
る
も
の
を
 参
照
し
た
と
す
る
の
が
 

（
 
7
 
久
 
し
 
）
 

穏
当
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
の
間
に
は
相
似
の
ま
う
た
く
 認
め
ら
れ
な
い
部
分
が
む
し
ろ
多
い
か
ら
、
後
者
の
関
係
 か
と
思
わ
れ
る
が
、
 し
 

か
し
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
う
し
た
同
じ
グ
ル
ー
プ
 に
 属
す
る
と
考
え
て
 よ
 い
こ
の
二
つ
の
者
の
関
係
は
ど
 う
 い
う
こ
と
に
な
っ
て
 い
 

る
め
 だ
 る
ぅ
か
 。
 

「
釈
義
 章
 L
 が
法
然
の
撰
述
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
衆
知
 の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
法
然
の
真
 撰
 と
し
た
最
初
の
 文
献
は
了
誉
望
 向
の
 

㍉
仁
ト
 

式
抹
払
珊
 

（
 
8
 
5
 
 

L
 
）
 で
あ
る
か
ら
、
法
然
没
後
一
世
紀
あ
ま
り
の
 間
 に
こ
の
偽
作
が
撰
述
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
い
ず
 れ
に
せ
 よ
 浄
土
宗
系
の
 

著
者
の
手
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
 る
が
、
そ
う
と
す
る
と
、
こ
れ
と
相
似
す
る
同
三
 %
 一
心
 戒
 L
 も
天
台
宗
系
か
 浄
 

土
 宗
系
か
の
い
ず
れ
か
と
な
ろ
 う
 。
 

ま
た
こ
の
書
は
天
 ム
 
ロ
ロ
伝
法
門
に
属
す
る
著
述
と
さ
れ
 る
 「
一
心
金
剛
 成
 体
 秘
決
 」
と
も
近
い
思
想
を
も
つ
て
い
 る
 。
た
と
え
ば
第
四
 

の
 戒
を
「
一
心
金
剛
宝
戒
」
と
呼
び
、
こ
れ
を
「
活
花
 ノ
 ヵ
 怜
セ
玖
 

」
（
 

9
 
6
 
 

）
 呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
 司
 
秘
法
 口
 で
は
梵
網
 の
 仏
性
戒
体
を
国
分
 と
 

し
 、
「
 果
 公
尭
 寛
 円
頓
戒
」
 ほ
 「
本
門
 寿
 量
三
身
 即
 （
 
Ⅱ
 
0
 し
 
）
 に
 出
る
も
の
と
す
る
思
想
と
轍
を
等
し
く
し
て
い
る
。
 ま
た
「
 仏
ノ
 一
心
金
剛
 

宝
戒
 ト
 五
ハ
 我
力
 心
力
弘
二
 テ
有
ト
 表
事
 ヲ
 悟
り
知
 

，
 

（
 
ノ
 
巧
 
、
 
Ⅰ
こ
と
に
も
め
る
と
い
ス
 

フ
 
が
、
 日
秘
 吐
い
 
L
 
 
で
は
「
只
者
 
旦
佳
苗
三
 

性
徳
 本
有
金
剛
宝
戒
桂
二
 

誠
 心
中
 弍
 固
持
 二
住
 
本
有
三
身
威
徳
 ゅ
思
下
我
 印
仏
果
 争
 木
地
二
百
～
二
体
上
 
時
 。
 即
住
 三
ニ
身
円
満
威
徳
二
（
 

2
 
）
け
。
 
と
い
 ラ
 。
さ
ら
に
注
意
さ
れ
 

西
 
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
「
 信
 」
の
 当
 相
に
お
い
て
 捉
，
 
え
て
い
る
こ
と
で
、
前
者
が
「
 ヤ
カ
テ
仏
二
テ
有
 ケ
 リ
ト
 信
 ス
ル
 心
ノ
 金
剛
 ノ
如
 ニ
テ
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な ・のこい 祠 憂苦 L   
、 て 栄 て 

。 < ム 
-0 

る ん 験 
  ト ト ニ ノ な の 西 

相違 思 知 。 。 
想 ， 点 @  P ョ 

史 は 戒 
的 孝 成 

て 

前 末   
司   必 
一 こ 以 

げ 」 肇 乳房室三百 荒毛義魑   
っ わ 

  

つ も 
一 を 信   

い か 歩 同 顕 

法身り進んでじくし 二   い て 終 
る い 至 

にるから 二仏果 よ う -     
く Ⅰ 6) 16 



    

  

  

  

栄 

思、 い 

わ う 

れ こ 

る と 
  で、 

そ あ 

  
さ 大 
ら り ) 
に 戒 
そ は 

ぅ し人 「 
た ，情 
戒 」 
な に 

護 在 

持 し り " 

  
に 悲 
受 刑 
成 虫 
だ の 

け 情 
V,  甲 」 
終 に 
ら よ 
せ つ 

た て 
ぃ そ 
て， の 

、 差 
長 ； ; 
く 解 
持 消 
っ す 
て る 

と 

憎 い 
と っ 
し た 
て 考 
た 行 ， え 

儀 刀 
な で 

規 あ 
五 つ 

す た 
る と 

ユ 7 ( Ⅰ 7) 

西
 
さ
れ
る
が
、
 
日
禅
苑
 
清
規
 ヒ
 か
ら
最
も
多
く
栄
西
が
教
 

え
を
受
け
た
も
の
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
な
、
戒
に
お
 

い
て
は
大
小
を
選
ば
な
い
と
 

 
 

」
を
按
じ
て
記
し
た
こ
と
や
、
そ
の
他
随
所
に
司
 

禅
苑
 
清
規
 
ヒ
の
 
文
を
引
用
し
た
こ
と
か
ら
推
測
 

さ
て
以
上
に
よ
っ
て
、
大
小
雨
域
 

に
 対
す
る
菩
薩
の
心
 

期
 が
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
菩
薩
戒
と
決
定
す
る
要
因
で
あ
る
 

と
し
た
栄
西
の
考
え
 

方
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
従
来
の
別
 

授
 日
域
に
よ
っ
て
菩
薩
戒
を
考
え
よ
う
と
し
な
か
つ
た
 

栄
 西
の
特
殊
性
も
認
め
ら
 

（
 
9
 
7
 
）
 

れ
た
と
思
 

う
 。
恐
ら
く
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
栄
西
 

は
 「
 
禅
戒
 
」
す
な
わ
ち
禅
宗
の
浄
戒
を
考
え
た
と
思
わ
れ
 

る
が
、
こ
う
し
た
 

禅
戒
 

の
な
か
で
栄
西
は
清
規
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
位
置
を
与
 

え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

栄
西
が
禅
林
の
規
範
と
し
て
重
ん
じ
た
清
規
が
司
 

禅
苑
 
清
規
 
ヒ
 で
あ
っ
た
こ
と
は
「
興
禅
護
国
論
 

b
 の
「
第
八
陣
 

宋
文
目
 

門
 」
を
「
 
禅
 

（
 
士
 
l
 
8
 

）
 

（
 
0
 
8
 
）
 

      

栄 ら る 
西 か   
の に 栄 

も し 西 
の な と 

と い し 
さ と て 
れ し は 
る た 三 
よ の 宗 
ぅ で 併 
に あ 修 
な る は 
っ か 表 
た ら 向 
か 、 き 

、 こ で 

そ の   

の よ 内 
経 う 実 
路 な は 
は 善 阿 
明 述 と 

ら な い 
か あ っ 

ほ え て 
さ て も 
れ す 禅 
る る 宗 
必 必 で 

安 然 あ 
が 性 る 

あ は し 
8  局 局   

。 い 最 

。 澄 
た の 

ナ i 月 U 
こ 授 
の 菩 
『 薩 
三 戒 
聚 v こ 

一 対 
， ひ し 

戒 て 
E@  そ 
が め 

ど 一 フ亡 

@  止 ソヨ 、 
し な 
て 明 

Ⅰ
・
 

-
 
 
 
 
 
 
 

 
 

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
 

日
 円
頓
王
蒙
一
心
 戒
 L
 
を
ひ
と
 
ま
ず
栄
西
の
著
述
の
な
か
か
ら
は
ぶ
こ
 う
と
 思
 う
 。
栄
西
 
と
い
う
人
物
に
つ
い
 

 
 

 
 
 
 

て
は
、
諸
家
に
よ
っ
て
そ
の
評
価
も
異
な
り
、
 

褒
 芝
も
 な
か
ば
す
る
か
ら
、
そ
う
し
た
意
味
で
の
栄
西
の
性
格
の
 二
重
性
を
と
り
あ
げ
て
 

 
 

  

 
 

 
 

強
調
す
る
と
す
れ
ば
、
 

三
宗
併
修
 を
と
っ
た
栄
西
と
し
 て
は
「
活
花
人
ム
ロ
」
の
立
場
に
立
つ
て
こ
う
し
た
著
述
を
 

も
の
す
る
と
い
う
こ
と
 

 
 

も
 考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
 よ
う
な
性
格
を
誇
大
税
し
た
か
ぎ
り
で
あ
っ
て
 、
 
そ
 う
し
 た
 点
を
背
景
に
予
想
し
 

な
け
れ
ば
、
や
は
り
㍉
興
禅
護
国
論
 ヒ
 
な
ど
一
連
の
著
 ぬ
 と
「
円
頓
三
案
一
心
 戒
 L
 
の
間
に
は
少
か
ら
ず
間
隙
が
 認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
 

 
 

 
 

d く ;   



蒋 。 " 。 一 

よ
 う
 て
あ
る
が
、
叢
林
の
規
矩
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。
 

む
し
ろ
無
住
の
「
雑
談
集
 

仁
 「
持
律
坐
禅
 

事
 」
の
条
が
 「
中
北
建
仁
寺
 

ノ
 本
願
。
 

 
 

 
 

が
 窺
い
知
ら
せ
る
よ
 
う
 

yv,  w-ry-@ri-.  ".,"-@@ 

い
わ
は
、
「
清
規
」
は
こ
の
程
度
に
し
か
重
み
を
も
た
な
 

か
つ
た
の
て
あ
る
。
 

こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
し
て
い
え
ば
、
清
規
は
ま
っ
た
 

く
 「
 禅
苑
 清
規
 ヒ
の
 説
示
に
し
た
が
つ
て
、
こ
れ
を
そ
の
 

ま
ま
日
常
の
行
儀
の
 

規
矩
に
あ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
叢
林
の
厳
正
を
期
し
た
 

ナ
 
」
と
を
語
る
、
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
事
実
は
そ
 

ぅ
 で
は
な
か
つ
た
ら
し
 

い
 。
㍉
正
法
眼
蔵
随
聞
記
口
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
僧
衆
 

は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
に
随
っ
て
三
業
を
守
り
、
持
戒
に
 

努
 め
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
 

  ビ 7. ㌔ "" 斗 " 』 モ ・ 百 

つ こ に 

て と は 
、 を 二 

僅 説 門 
か き あ 
に 木 つ 

食 し て 
事 て   
に い 一 
放 る も ま 

け が 衣 

る 「 内 " 食 " 
喫 容 二 
作 は は   
の ん で 

児 ど ち 
願 義 る 

文 洋 と 

な の し 

  
つ 寄 ぅ 

か 帰 ち 
の 内 衣 
も 浅 倉 
の 伝 に 
が b っ 
㍉ を ぃ 

禅 損 て 
瓦 釘 細 
清 と か 
規 し に 
ヒ て 出 
か 示 家 
ら し の 
参 て 守 
無 い つ 
さ る結て 
れ と ） い 

て い か 

い つ な 

6% て げ 
v こ ） よ れ 
適 い ば 

ぎ も な 
な の ら 
い で な 

。 あ い 
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ノブ ヒ 

サま 

落で 

  
こ 儀 か な た 

つ か こ と   
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仁
 、
禅
門
に
お
け
る
清
規
ま
で
は
手
が
と
ど
か
な
か
つ
 た
 、
と
考
え
た
ほ
う
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
同
斎
戒
 勧
進
 文
ヒ
 に
も
「
 受
 ，
 葮
 

頂
 -
 一
門
衆
評
有
縁
道
心
 
衆
早
 永
二
出
離
 -
 
応
ド
ニ
二
修
斎
癬
 

（
 
9
 ）
 

こ
と
し
て
、
斎
戒
こ
そ
は
「
 皆
以
為
二
 各
各
解
脱
 一
 
至
要
 也
 。
仏
言
下
 レ
念
二
 
斎
戒
 -
 

非
ニ
我
 弟
子
 ニ
苔
ム
 。
他
門
他
人
 猶
可
レ
肚
 二
化
吉
見
沢
 一
 P
,
 
 

ヲ
 従
来
。
（
 

乎
 
0
 
9
 
 
）
 」
 
と
い
つ
て
い
る
よ
さ
に
、
非
時
食
と
菩
薩
 戒

を
守
る
に
急
で
、
 
禅
 

（
 
l
l
 

9
.
 

）
 

門
 独
特
の
「
・
清
規
」
を
そ
だ
て
る
ま
で
に
は
至
っ
て
 

い
 な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
栄
西
の
禅
が
 円
密
と
井
 修
の
禅
で
あ
る
ほ
か
な
 

か
つ
た
と
い
う
、
時
代
の
先
駆
者
が
負
わ
さ
れ
る
制
約
 を
脱
 れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
こ
と
と
も
相
応
ず
る
も
 の
で
あ
 ヴ
 、
さ
ら
に
 
田
 

た
 建
仁
寺
の
禅
が
栄
西
没
後
、
護
戒
の
風
が
乱
れ
る
に
 つ
れ
て
振
わ
な
く
な
っ
て
い
つ
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
 る
 だ
ろ
う
。
月
客
 と
井
 

修
の
栄
西
の
禅
が
せ
め
て
清
規
を
主
体
に
し
て
旧
来
 の
 菩
薩
戒
を
従
と
す
る
風
儀
を
育
て
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に
 独
 自
性
を
発
揮
す
る
こ
と
 

が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
 5
 か
 。
す
で
に
 旧
 仏
教
側
に
 
属
す
る
高
弁
で
さ
え
、
清
規
を
つ
く
つ
て
従
来
に
示
し
、
 日
常
の
行
儀
を
正
そ
 う
 

と
し
た
の
で
あ
る
。
栄
西
は
そ
の
点
時
代
の
動
き
に
 対
 し
て
後
退
し
た
と
い
つ
て
 よ
 い
か
も
し
れ
な
い
。
 

哩
 

Ⅰ
「
元
亨
釈
書
 
L
 第
二
巻
（
 仏
 全
一
 0
 一
・
一
五
五
上
）
。
 

2
 
 ㍉
 興
禧
 護
国
論
 L
 中
巻
（
大
正
蔵
 人
 0
.
 一
 0
 上
 ）
。
 

3
 
 同
上
巻
（
 同
 ・
五
丁
）
。
 

4
 
 周
中
巻
（
 同
 ・
 一
 0
 中
 ）
。
 

5
 
 回
申
告
（
 同
 ・
 一
 0
 下
 ）
。
 

6
 
 「
元
亨
釈
書
 L
 第
二
巻
（
 仏
 全
一
 0
 一
・
一
五
八
丁
）
。
 

7
 
 辻
善
之
助
氏
コ
日
本
仏
教
典
 L
 第
三
巻
（
 七
 0
 ｜
 セ
一
）
。
 

8
 
 上
巻
（
大
正
蔵
 人
 0
.
 

二
丁
）
。
 

西
 

9
 
 法
然
は
専
修
念
仏
に
た
い
し
て
「
す
け
さ
、
 ね
 」
 「

本
願
の
念
仏
」
と
い
つ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
対
象
的
で
あ
る
 "
 拙
稿
「
法
然
上
人
の
戒
律
 観
 」
 

（
下
）
（
仏
教
史
学
、
ニ
ブ
一
）
参
照
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

穏
 
㍉
 興
祀
 護
国
論
 J
 下
巻
（
大
正
蔵
 人
 0
.
 一
 三
下
）
。
 

 
 

栄
 

Ⅱ
回
申
 巻
 
（
 同
 ・
八
丁
）
。
そ
の
ほ
か
「
足
立
 
以
二
 
大
小
我
り
偽
 廿
 如
来
 膵
 傍
人
二
方
便
一
意
地
 
し
 （
 同
 ・
 一
 三
十
）
 と
 も
 い
 う
 。
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は
 
同
上
巻
（
 同
 ・
 セ
上
 ）
。
 

鳴
 
同
中
巻
（
 同
 ・
 八
 上
 ｜
中
 ）
。
 

Ⅱ
同
下
巻
（
 同
 ・
一
二
丁
）
。
そ
の
ほ
か
（
右
上
・
几
下
な
ど
 
に
 ）
も
引
く
。
 

巧
 
同
上
巻
（
 同
 ・
 七
 上
）
。
 

㎎
古
田
 紹
欽
氏
は
 
「
栄
西
に
お
け
る
持
戒
持
律
思
想
の
意
義
 
」
（
日
本
仏
教
学
会
年
報
二
五
）
の
中
で
「
 お
先
 」
を
「
為
末
 」
と
同
義
と
解
し
て
お
 

ら
れ
る
（
 二
 二
五
、
二
三
四
）
。
し
た
が
つ
て
ま
た
「
道
元
に
 お
け
る
持
戒
持
律
の
展
開
」
に
お
い
て
も
、
栄
西
の
「
戒
律
を
 宗
と
す
る
」
と
い
う
 

考
え
方
は
、
戒
律
宗
と
も
な
り
か
れ
な
い
、
と
い
わ
れ
る
（
 輔
 

 
 

Ⅱ
・
仏
前
掲
上
巻
（
 同
 ・
 七
 上
）
。
 

穏
 ・
 穏
 

司
天
台
 霞
 標
し
三
編
第
四
巻
（
 仏
 全
一
二
五
・
三
セ
 三
下
り
。
 

れ
日
興
 輝
 護
国
論
 L
 中
巻
（
前
掲
，
一
二
上
）
。
 

%
 
 同
中
巻
（
 同
 ・
兄
上
）
。
 

%
 

同
下
巻
（
 同
 ・
一
四
十
）
。
 

%
 
 何
 正
法
眼
蔵
随
聞
記
 口
 第
四
巻
（
岩
波
文
庫
本
、
七
二
）
。
 

あ
 
前
掲
上
巻
（
 同
，
 ニ
丁
）
。
 

6
0
 
 

同
上
巻
（
 

同
 ・
三
上
）
。
 

却
 
同
中
巻
（
 同
 ・
人
中
）
。
 

%
 
 同
上
巻
（
 同
 ・
三
下
）
。
 

㈲
同
上
巻
（
 同
，
セ
上
 ）
。
 

㏄
同
下
巻
（
 同
 ・
 一
 三
上
 ｜
中
 ）
。
 

 
 

町
コ
出
家
大
網
 
L
 （
明
治
三
年
富
岡
新
三
郎
翻
刻
本
に
よ
る
）
 に
は
「
般
若
弘
経
昌
二
 於
此
 晴
一
 浬
盤
 製
法
壺
井
 ニ
 今
日
 ニ
 （
 一
 右
 ）
と
い
つ
て
い
る
 り
 

「
般
若
」
は
膵
に
連
な
り
、
「
担
架
」
は
戒
律
と
結
ば
れ
て
い
る
 
 
 

0
p
 
 
前
掲
下
巻
（
 同
 ・
 一
 三
下
 ｜
 一
四
土
）
。
 

㏄
同
下
巻
（
 同
 ・
一
四
七
 ｜
中
 ）
。
 

制
 
同
下
巻
（
 同
 ・
一
二
丁
）
。
 

  

(20)  20 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

ヰ ⅠⅡ Ⅰ
 
セ
 
@
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
5
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

西
駆
 

 
  

 

栄
 

21  (21) 

  

  

な 文 
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で頓   

二敗不 同舟 

  領一     
  一 = , 、 Ⅰ 、         五 - 

聚戒 中 一 l 四 
@@ K 
@ し、 つ     芭互 ; 
戒 い   
ヒ て 四 
を @ 

      
「 栄 注意し 一九丁） 九 
栄西 。 て 

  
右 

西 の 上 
の 一     
も 著   
0  サ 乍 

考 」 
  
  
捉 
  
方 
      

  一 イコ 

し 一   
  

一八号 えヵ -@@ Ⅰ 逆 
    

    
  参照。 れは ） 
  

  
  
るし 」 ，、 

  
れ （ 
ね 金 
ば沢 



 
 ㏄

上
巻
（
旧
版
伝
教
大
師
全
集
 四
 、
二
 0
 セ
 ）
。
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lV チし、 、 蔵 、古 艮丁 

異疎 
本 二 
と 年 

  木炭 
文蔵 
と 圭 角 

0 字 
異本 

  
同 9 他後 示他 

七 ） し に 

O 一 九・ " 一 一 一 
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対 
校 
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異 
    本 

叫こ   用     

' 。 篤 " 

小
文
庫
蔵
本
に
よ
っ
て
掲
げ
る
の
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同
 
（
一
方
）
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ブ
円
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㏄
多
賀
茂
が
数
本
の
異
同
を
た
し
か
め
て
こ
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円
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三
家
 

一
心
 
戒
ヒ
 全
文
を
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仏
教
史
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九
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紹
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れ
前
掲
上
巻
（
 回
 、
二
一
六
）
。
 

n
O
 
 
前
掲
叡
山
文
庫
蔵
本
（
一
六
方
）
 

れ
何
（
一
七
古
）
。
 

%
 
 前
掲
上
巻
（
 同
 
・
 二
 一
六
）
。
 

托
 

㍉
円
頓
三
乗
一
心
 
成
 口
 が
 、
こ
の
一
心
の
異
名
と
し
て
あ
げ
 た
も
の
の
な
か
に
は
、
口
伝
法
門
系
の
文
献
に
み
え
る
も
の
 が
あ
る
。
煩
雑
だ
か
ら
 

一
一
指
摘
し
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
如
来
蔵
、
本
覚
、
元
 初
 、
一
 
九
品
、
一
念
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
、
口
伝
 法
門
系
に
属
す
る
人
 

の
 著
述
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
 

竹
前
掲
叡
山
文
庫
蔵
本
（
三
有
 
｜
左
 ）
 

㌍
第
十
三
巻
（
大
正
蔵
二
五
，
一
五
三
十
１
丁
）
。
 

沌
 
日
興
 禧
 護
国
論
 L
 中
巻
（
前
掲
、
人
中
）
。
 

㏄
同
下
巻
（
 同
 ・
一
四
 中
 ）
。
 

額
 

同
上
巻
（
 同
 ・
ニ
十
）
、
中
巻
（
 同
 ・
人
中
、
九
 中
 ）
 等
 。
 

㏄
・
㏄
同
下
巻
（
 同
 ・
一
四
丁
）
。
 

射
前
掲
明
治
三
年
翻
刻
本
（
一
台
）
。
 

ぬ
回
（
 ニ
 ね
 
+
 ）
。
 

㏄
式
法
 は
 
㍉
南
海
寄
帰
内
法
伝
 
L
 （
大
正
蔵
五
四
）
の
「
 
十
衣
 食
前
 須
 」
の
条
に
よ
り
、
合
法
は
同
じ
く
「
入
朝
 弔
 宙
水
」
、
 

「
丸
麦
 

斎
 規
則
」
、
「
 十
 

大
匙
 筋
 ム
コ
 
否
 」
、
「
十
八
便
利
二
車
」
な
ど
の
条
に
よ
っ
て
い
る
 

 
 

辞
 

「
 
膵
苑
 清
規
 L
 （
前
掲
出
 続
 蔵
本
）
第
一
巻
「
 赴
粥
飯
 」
 の
 条
 に
よ
っ
て
引
用
し
て
い
る
。
 

㏄
第
八
巻
（
延
宝
 セ
年
 開
板
本
 
ハ
 
奥
書
に
「
嘉
元
三
年
十
二
 月
 二
日
 於
 万
徳
手
書
写
 畢
 

執
筆
慈
眼
喜
之
」
と
あ
る
Ⅱ
 
一
 0
 左
 ）
 

ぬ
目
 出
家
大
綱
 仏
 附
載
（
明
治
三
年
翻
刻
本
、
一
七
生
）
。
 

㏄
 

同
 
（
一
八
 右
 ）
。
 

皿
 
同
出
家
大
綱
し
で
は
、
斎
戒
を
衣
食
・
行
儀
と
と
ら
え
、
 

行
 儀
を
戒
行
・
律
儀
と
解
し
て
い
る
。
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たセ蔵 。 、 し前 似 る 。 上 
会 社 て に 同 州 
そ 塞 い さ 社 の 
れ十 る か の 稚さ 

ら エ / Ⅰ 。 の 自 力 ぐ   

を 人 こ ぼ 緒 八   通計 れ る 書 幅 
  し 二 に こ に （ 一 

セ 歩 に 斗 五具 二 て干 よとは 今   
、 四 れ は 遠 高 序 崎市 升 五舎配分さ 月 Ⅰ 近世 人の ば同 でぎ 天 く 

れ 
て 
  八幡町 社は近構成員地方 神 i し ま、 0 徳元年 

ナ ・ Ⅰ 社 を 世 し の 八 
の も 初 か 創 幡 

包 当 祭 っ 期し立神 
  乖已 て に 同 を ネ土 

方 u  ヵご 
組 、 お 社伝 ） 
繊 塵 い の え は 

当慶 を 麦 て 古 て 信 
宏一     
    ら 釆 焼 桐 る 線 
年 
五   
月 し 有 国 家 も 馬 

一 五 た 石 に で と 八 
日   

領 な た そ 駅 
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斗 丸 田 、北 、これ 車 座拘禁 家に 口 を立証 

光参 領 を 祀 は す 西 
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」 
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の り 古 文 得 

圭 
運 、 文 献 る 

  常 則 書 的 形 
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よ 
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近世 
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三
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此
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入
弁
九
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人
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中
島
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仁
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化
石
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高
石
合
九
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仁
井
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一
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上
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措
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和
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中 ネ 
  れ と   

徳 構 
守 成 
名 員 

別当 （ 程 ） 社僧 残 なり 

で、 の 矢 り 

あ 座 
つ 席 
た は 

上 
人 中 五 イ 二五 

T 仁井 ム 升歩 
五 

田、 合 九 
    4 口   

上 
  

主 で 十 」） 宇 
中 

勺 
号 あ イ 一 一 

中 っ 八百） 一月村 として 

T 才 

三生 百月 え - @ 畠   
石神 を 毛 

総 事祭 も別当 。別当 席 悲喜 計 
名 神 @ 才 ネし 

荒 同 同 一 
同 神 

で 徳 
ノ爾 

宮 

出 寺 サま 寺 
  さ も よ 朱 ぎ 

印     百 

し の 石 
、 権 ナ - し 

ほ実 

      
前 威 

一 局 
言 己 で 、 石 

の     
如未 
く 印 

  
= 四   仁 七度四五 畝 三友 五 

床 百 
印 石 
0 丁   

配 付 十人人 @" 、 "  日   
分 の 

乙 譲 外 合 勺 外 合       
で， 包 ム 

九六 四 三 

は @@3E りへ Ⅴ ァ し 
勺才 合 勺 

計 九六 六 二 

社 の 四 な 才毛 何 方 
ィ曽 宛 十 る 八 六 八 

や 老 八 が 、 毛 才 毛   
石 ） 

  

社家 も 、     毛 

0 代 の 

倍 表 配 
夙 昔 分     

を 
  同 工 

上 と 

概 ノ冊 

  
な し 

括 
Ⅰ 

取 て ぎ ぎ 

り の す 

2@@ (27) 
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真 が 一 一 旬 弐 、 御 そ 
る 。 康尚 主柱 に ょだ言 花香 一 同蔓 分 、 台の 

分 

山 径 

」   
  
が て   訴の （心双家 で 月 つ の 配   
見 い あ っ 衛   、 番が 「 神 当 を 「八 られ は個 、る程 9 た後 門 勝 心経 鐘で 出仕 社僧 楽の 

・ 則 し 社 儀 八 幡 
たで神も興 。 あ 主、 ） 諸 当 、 家 は で 宮 

相 た 
尚 尚 め 社 
」 「 で 僧 
と 和 あ の 
か 肖 ろ 方 
い 」 

て は 
  

  
「 地 相 
イ 後 チ 木口 か 向 四   

ら   
ジ 士 和 
ョ の 尚 
ウ 研 ま 

」 究 で 

と に あ 
尉 よ 
め る り 、 fg 
意 近 一 
で 江 和 
よ の 尚 
む 宮 と 

場 座     
合 に わ 
0 % な 
あ い   
っ て の 

た は   も よ 

  
と 和 伸 

が上 説 、 徳寺 

か尉 ね 、 別当 

て 和 を 
い 尚 「 
る の   
が 文 和 

（が 、 字 」 尚 
官 用 V@ し 

座 ぃ あ 
の ら ナ， Ⅰ       " づシ Ⅱ " プ已 の   
p も ） 

て 

「   
七 一 ナ - @ 

      



すト     
  

  

鴨 

    

 
 

天
保
二
年
末
に
別
当
の
申
請
を
経
て
、
京
都
の
吉
田
 

家
 ょ
り
神
主
号
を
認
可
さ
れ
  

 
 
 
 
 

（
斗
立
）
 

 
 

に
 左
が
丹
波
、
右
が
土
佐
、
常
 
席
 で
は
別
当
、
丹
波
、
土
佐
 

の
 順
序
と
き
ま
っ
て
い
た
。
⑳
 

  繍
 

社
家
に
つ
い
て
は
一
の
祐
宣
庫
主
膳
が
元
禄
六
年
 失
脚
後
生
 
ブ
祢
 室
矢
口
丹
波
、
三
の
祢
 宜
富
 加
津
 土
 佐
 が
そ
れ
ぞ
れ
一
抹
 宜
 、
 二
 

    

とその解体 

つ 
て 

註 （ ）   
      大 

  
  

  

  
る 文 

  
幸茸 

  
年 に 
貢 同 
投 じ 

銭 く 

寄束 
を 叡   
、 え ほ @ 
て 提 
諸 田 
し し   

「 
上 
野 
国 
碓 
  
郡 
  
幡 
十寸 

神 
徳 

寺 」 - 

 
 Ⅱ r    

 

   
 

  

 
 

 
 

 
 

州
 の
こ
の
神
事
組
合
で
は
「
 ワ
 ジ
ョ
ウ
」
と
呼
ん
で
い
 た
ら
し
く
、
現
在
で
も
神
社
に
接
し
た
西
側
の
坂
を
「
 ゴ
 ワ
 ジ
ョ
ウ
ザ
ワ
」
（
 五
 

和
尚
 坂
 ）
 と
い
 L
 、
そ
れ
よ
り
西
方
に
順
に
あ
る
組
版
 を
 「
二
％
 ジ
ョ
う
ノ
ぶ
ソ
カ
 

」
「
 サ
ワ
 ジ
 ョ
う
ノ
ヰ
ソ
カ
 

」
「
 シ
ヮ
 ン
ョ
ウ
 サ
カ
」
「
ロ
ク
 ワ
 

ン
ョ
ウ
サ
カ
 し
と
い
つ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
 手
 域
の
位
置
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
 

和
尚
の
数
に
つ
い
て
は
、
肥
後
博
士
の
研
究
に
よ
れ
。
 
堅
 示
 都
府
乙
訓
郡
大
山
崎
朽
目
 明
 寺
の
小
倉
神
社
や
同
化
 桑
 回
部
黒
田
村
上
黒
田
 

の
 春
日
神
社
等
の
一
者
、
二
君
、
三
老
、
滋
賀
県
滋
賀
 郡
仰
 木
村
の
宮
座
の
一
和
尚
、
 三
 和
尚
、
三
和
尚
の
長
老
 に
 比
し
て
は
 善
 か
に
 多
 

く
 、
奈
良
県
添
上
郡
大
安
寺
村
の
八
幡
神
社
、
吉
野
部
 で
 市
町
 善
 域
の
六
人
衆
と
は
匹
敵
し
、
大
阪
府
泉
北
郡
山
 滝
 村
内
焔
の
山
面
神
社
 

の
 十
五
人
衆
、
同
泉
南
郡
八
木
村
中
井
の
夜
 疑
 神
社
の
 十
六
人
衆
に
比
し
て
は
小
数
と
い
え
る
。
 

（
斗
立
）
 

し
か
し
な
が
ら
神
徳
寺
が
東
西
 面
拾
間
 、
南
北
五
十
 セ
 間
 
（
六
二
七
 
0
 坪
 ）
の
境
内
を
有
し
た
の
を
初
め
二
和
尚
 が
 三
十
二
間
に
三
十
 

四
間
（
 一
 0
 八
八
坪
）
、
三
和
尚
が
三
十
三
間
に
五
十
二
 
間
 
（
一
七
一
六
坪
）
、
 
四
 和
尚
が
十
二
間
四
方
（
一
四
 四
坪
）
、
正
和
尚
が
二
十
 

八
間
に
二
十
二
間
（
一
八
一
六
坪
 
ピ
 
大
和
尚
が
十
六
間
に
 七
十
間
（
一
一
二
 0
 坪
 ）
と
い
う
よ
う
な
境
内
地
と
、
 そ
の
客
殿
庫
裡
を
も
っ
 

て
い
た
。
こ
れ
が
八
幡
宮
の
拝
殿
、
本
社
、
堂
、
 塔
 、
 鐘
 棲
 、
仁
王
門
、
随
神
門
等
の
輪
煥
の
美
を
め
ぐ
っ
て
 い
 た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
 

き
時
の
跨
 の
 有
様
 は
、
 時
に
焼
失
等
に
よ
り
無
手
、
毎
 住
 と
な
っ
た
時
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
盛
時
に
お
い
て
は
 、
草
深
い
村
落
中
に
あ
 

    



.
'
?
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'
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唯
 社
家
相
互
の
間
の
自
ら
な
る
 座
 格
の
高
下
軽
重
は
あ
 っ
て
も
、
 宮
 番
は
二
人
一
組
で
 座
格
 に
よ
ら
ず
年
番
を
 っ
 と
め
て
い
た
と
こ
ろ
 

                                                                @ 。 "1"@""."H -Ti"@  VT@y,''@  @--@  @@:  @  '-@T;--  -  @a-J@@JUB..,  @@@B@'tFrTyT--?"@lT;,7     

れ そ 家 り こ 

きこ 舌携よ綜ぎ 
  る の 息 の か 

被 、 世 こ 牛 講 参 社 矢 
文 
政     

    矢口 三 、 御作 言加津 

  
月 

    丹波 社 間来 土佐 奉侍 と あ れ 5 回 （ 答 
中 正 正 
様様様 

，、 役 と 

家 老 入 此 勤 し 
人証 崎証 掻木 親 て   

大 村人材 身 類 火 
親 親分 其 の 一年） 家のこと 巾、 十頭 

工 藤 類団類 ヱ 司 矢 
イ寸 言責 口 

通 は 能 Ⅹ 

大 姦 

㊥ ⑧ ⑳ み続 あ   
ケ 人 げ 
聞 見 て 二家、 を示｜ の 日 領 名 
敷立 お 
表 差   

無御 
御社 
座 役 
候 急 

皮 
佛 被 
  
面相 

「 く つ 御 

一 助 
タ の ぎ 供 

本し メ 
ン 旧 札 所 

如隠 バ 在 役 神 
件居 サ 家 を人 

願 
差   
出 の が め に 
  
申 

夢 現 、 分 

候 
称 存 い れ 

所 
な し づ て 

相 も て れ 世 
速 つ い も 

御 て る 厳 し 
決 呼 が 格 て 
済 ば 、 な お 

(30) 30 ・ 
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                七 % 七 % 音曲 屯ム円母月 ・ つお ・ Y 千千・ 田 Ⅰ中中， 打 

証
文
 

一
 、
八
幡
宮
御
神
前
御
番
柏
手
私
親
前
々
ガ
相
 勤
来
候
 如
此
度
 私
債
 相
勤
候
 様
に
 御
頼
 枝
下
條
 故
此
己
 後
喜
人
 ツ
甘
 翌
春
木
 ッ
迄
 急
度
 栢
勤
可
申
 

侯
伯
御
番
 料
壱
ケ
 年
分
 二
 貫
文
相
 定
若
 不
勤
仕
 候
 ハ
ハ
判
人
 之
 き
 急
度
改
他
人
譲
渡
町
中
條
 為
 後
日
 仇
 前
知
 件
 

勤
 入
党
 

セ
 
⑳
 

天
明
四
歳
 

証
人
長
五
郎
⑳
 

辰
 二
月
 

同
富
 加津
土
佐
子
⑳
 

矢
口
丹
波
守
殿
 

然
し
て
こ
れ
ら
の
下
級
の
宮
 番
 補
助
役
が
、
別
当
の
忌
 緯
 に
ふ
れ
て
解
職
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
 よ
う
な
場
合
、
社
家
 

仲
間
が
結
束
し
て
別
当
権
威
に
抵
抗
し
て
解
職
を
阻
止
 す
る
こ
と
も
あ
っ
別
当
と
の
間
に
出
入
な
ど
 

円
滑
を
欠
い
て
い
た
 時
 

体
 
代
で
も
あ
っ
た
ろ
 う
 が
、
社
家
は
社
家
と
し
て
の
、
 

連
帯
意
識
で
結
束
し
易
い
同
体
性
も
他
面
に
は
も
っ
て
 い
た
よ
う
だ
。
 

 
 

議
定
証
文
二
車
 

 
 

    ヰ ， k 円甘申 。 ・ ザ @v@ 々 

は 人 

とこ （ 窪 ） 天明 の中 

年 か ろ 
こ 間 も て 
の に 、 宮 

  
文 て め に 
書 あ 一 堂 
に つ 走 っ 

次 た 釜の て 

窩 。 ）報は   
  酬   
  を そ 
  与 れ 

  
え の 
て 手 
勘 定 
め と 

さ な 
せ つ 

た て 

。 雑 
こ 用 
の に 

学 徒 
務 事 
は す 
暮 る   
ハ 「 
  ソ 添 

（ 番 
午 」 
後 か 
六 あ 
持 つ   

ナ， Ⅰ 

か   

  
暮 は 
六 ィ中 

ッ 間 
ま 衆 
て と 

て ひ よ 

  万リ 

報 に 

酬 村 

でかキ 

に
 「
仲
間
 衆
 」
と
し
て
の
平
等
性
を
一
面
に
も
つ
て
い
 た
の
で
あ
る
。
 

 
  
 

 
 

方
円
 

'
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矢
口
丹
波
守
殿
 

仲
間
衆
の
内
容
に
つ
い
て
は
矢
口
文
書
の
う
ち
に
次
の
Ⅰ
 」
と
く
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
天
保
二
年
四
月
の
も
の
 で
、
「
八
幡
宮
村
 姓
 

名
案
」
と
い
う
い
わ
 ビ
 下
書
で
、
当
時
の
社
役
一
覧
で
 あ
る
。
 

別
当
 

同
 

須
賀
河
内
 

神
徳
 
寺
 

社
僧
 

三
和
尚
 

神
人
 

冨
 
加
津
右
京
 

同
 

同
 

三
和
尚
 

加
部
左
門
 

同
 

同
 

四
 

和
尚
 

桜
井
但
馬
 

同
 

山
神
子
役
 

三
和
尚
 

春
山
五
大
夫
 

同
 

同
 

大
和
尚
 

矢
口
舎
人
 

同
 

同
 

法
在
 
院
 

冨
 
加
津
能
登
 

社
家
 頭
 ・
代
々
 
一
ノ
 禰
宜
祠
官
矢
口
丹
波
 

同
 

新
井
平
吉
 

巳
ア
 禰
宜
 

冨
 
加
津
土
佐
 

冨
 加
津
浅
古
エ
門
 

御
供
所
神
人
 

神
子
 頭
 
・
社
家
 

同
 

金
井
大
和
 

武
井
井
兵
衛
 

社
家
 

同
 

高
橋
摂
津
 

清
水
忠
 吉
ェ
門
 

同
 

矢
口
兵
部
 

右
之
外
 八
幡
宮
仕
従
神
着
 無
 御
座
候
以
上
 

こ
れ
に
 ょ
 れ
ば
前
々
か
ら
既
に
在
っ
た
社
家
間
の
座
 格
 を
 
一
層
明
示
し
た
も
の
で
、
新
た
に
神
主
号
を
申
請
し
 、 そ
れ
が
下
付
さ
れ
る
 

年
 で
も
あ
り
、
内
容
を
整
備
し
て
新
し
い
運
営
に
当
 
る
 
た
め
の
意
気
ご
み
と
し
て
、
こ
の
 ょ
う
 な
起
案
が
残
つ
 て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

「
神
人
」
を
「
千
社
人
」
ま
た
は
「
千
社
家
」
と
し
た
も
 の
も
あ
り
「
神
子
役
」
を
「
巫
子
」
と
す
る
別
の
反
故
 紙
 も
の
こ
っ
て
い
る
。
 

し
か
し
社
役
は
世
襲
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
形
は
早
く
 か
ら
存
在
し
た
も
の
と
見
て
い
い
の
で
あ
る
。
現
に
こ
 
こ
に
出
て
い
る
「
神
子
 

頭
 」
の
「
金
井
大
和
」
は
、
寛
永
十
三
年
「
八
幡
宮
 領
 之
帳
 」
に
出
て
い
る
「
大
面
」
で
あ
り
、
「
神
子
別
当
」
 

「
 三
ノ
市
 」
「
 四
ノ
市
 」
 

「
 五
ノ
市
 」
も
こ
の
神
子
役
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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社
家
 頑
 と
し
て
同
社
の
中
心
的
存
在
た
る
矢
口
丹
波
と
 は
 如
何
な
る
人
物
か
、
今
「
矢
口
家
々
系
」
・
（
矢
口
文
章
 

ら
に
よ
り
大
要
を
跡
 

づ
 げ
て
見
よ
う
。
 

て
い
る
。
こ
れ
は
年
頭
の
御
弓
の
神
事
に
 よ
 り
・
一
年
 の
 天
候
を
占
い
、
照
り
年
か
降
り
年
か
 周
 年
か
を
農
民
に
 つ
 げ
て
い
た
神
占
の
実
 

同
家
系
に
 よ
 れ
ば
初
代
は
松
枝
（
松
井
田
）
の
浪
人
三
 浦
 平
八
郎
 茂
 尊
な
る
者
、
下
根
 鼻
 八
幡
宮
（
 碓
氷
 八
幡
の
 旧
名
）
の
こ
の
神
主
 

の
 養
子
と
な
り
矢
口
氏
と
称
し
天
正
八
年
九
月
 疫
 と
あ
 り
 、
二
代
数
重
は
矢
口
伊
勢
 守
を
称
す
 。
社
頭
衰
微
 し
、
 無
官
に
て
神
役
し
慶
長
 

十
一
年
展
。
三
代
 猶
政
は
ニ
ノ
祢
宜
 と
な
り
、
矢
口
 主
 殿
 と
称
し
、
正
保
元
年
 媛
 。
四
代
 為
 隆
も
主
殿
を
称
 す
 。
 幕
府
天
海
に
帰
依
 し
、
 

天
 ム
ロ
 
宗
 、
東
叡
山
勢
威
あ
り
、
そ
の
末
寺
は
「
 請
 願
 叶
 い
、
出
入
訴
訟
 天
 ム
ロ
宗
に
勝
つ
て
不
成
」
と
い
う
時
勢
と
 
な
り
此
の
前
後
別
当
の
 

配
下
に
入
り
、
慶
安
元
年
朱
印
西
石
を
配
分
を
受
け
、
 寛
文
八
年
四
月
 残
 。
五
代
貴
重
は
丹
波
守
 を
称
す
 。
 切
支
 丹
 制
禁
の
為
隣
接
の
大
 

聖
 青
檀
家
の
籍
に
入
る
。
且
つ
神
徳
寺
と
数
度
の
出
入
 を
す
る
も
「
吉
田
許
状
 テ
 キ
 ュ
ヘ
 利
運
ナ
シ
」
と
。
此
の
 代
 に
吉
田
許
状
を
得
た
 

が
 「
仏
法
二
カ
ス
 ノ
 ラ
レ
種
々
横
難
 ア
り
 」
 て
 元
文
三
 年
 十
二
月
 残
 。
六
代
五
重
ま
た
丹
波
守
を
称
し
、
宝
暦
 八
 年
 残
し
た
。
七
代
地
 保
 

は
下
小
島
村
よ
り
入
り
 智
 と
な
り
、
丹
波
字
を
 称
す
 。
 文
 化
 五
年
三
月
残
し
た
。
八
代
正
喜
は
丹
波
正
を
称
し
、
 文
政
二
年
六
月
、
六
十
 

さ
ん
 

佑
一
歳
に
て
卒
去
ま
で
、
医
書
神
書
、
算
法
、
白
書
、
 
軍
談
、
歌
書
、
俳
書
、
俳
書
、
心
学
等
雑
学
に
 亘
 つ
て
 蔵
書
多
く
、
一
孝
 と
 号
し
て
 

%
 
 俳
譜
 に
も
 寿
 い
で
し
は
し
ば
 句
 座
を
開
く
な
ど
、
「
 諸
 門
の
弟
子
五
十
余
人
」
に
及
ん
だ
。
ま
た
医
書
に
親
 し
み
好
ん
で
諸
病
を
助
け
た
 

の
で
、
そ
の
死
は
「
隣
郷
に
惜
し
ま
れ
」
た
と
い
う
。
 
今
日
矢
口
家
に
 遣
 る
多
量
の
和
書
漢
書
写
本
の
類
は
彼
 の
 蒐
集
の
も
の
で
あ
ろ
 

う
 。
「
読
書
 向
テ
夜
ノ
明
 ナ
ン
ト
ス
 ル
ヲ
知
う
 。
 
ス
 」
と
 い
 う
 も
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
な
か
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
 尚
 
「
浮
世
 ノ
人
 ニ
コ
 ビ
不
 

持
て
 仙
如
シ
 」
と
い
う
の
は
そ
の
人
物
の
一
斑
で
あ
ろ
 ラ
 。
彼
自
身
の
筆
に
な
る
「
天
候
日
記
」
も
長
年
月
に
 亘
 っ
て
欠
か
さ
ず
遺
さ
れ
 

証
を
見
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
彼
の
神
 社
 経
営
へ
の
真
摯
な
努
力
は
人
間
的
に
も
高
く
評
価
さ
れ
 て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

六
 、
矢
口
丹
波
 

 
 

  



一
 

 
 

み
 
:
 

睡
 
（
ー
）
矢
口
文
書
「
議
定
一
札
 

之
事
 
」
 

度
々
の
冥
加
金
の
献
上
や
貸
付
金
取
立
帳
の
存
在
は
 

、
彼
 
の
 
勢
威
の
背
景
の
 

一
 
を
な
す
財
力
の
実
質
を
如
実
に
物
 

語
る
も
の
で
あ
り
、
 

神
 

 
 
 
 

「
久
貴
 

申
 
慈
悲
証
文
 

之
事
 
」
 

（
 
り
乙
 

）
 ク
 

こ
の
こ
と
は
別
当
の
形
式
的
権
威
に
対
す
る
丹
波
の
実
 

質
的
勢
威
の
肉
迫
を
物
語
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 

現
 
存
の
矢
口
文
書
中
に
 

"
'
"
 
そ
，
 
'
"
'
"
"
'
"
"
 

す
叶
 

 
 

（
 
比
 
@
 
）
 

  

  

 
 

主
殿
時
代
（
 

猶
政
 
，
 
為
 
隆
の
二
代
）
 

別
当
へ
隷
属
 

期
 

"? 二 " コ " 田 。 。 " 声帯。 '"""" Ⅰ 

「 よう。 ト はは 一二）が 伯堺 音別当 元祓 の両耳 期 に過 

堂 に 名 波 ぎ 大 矢 

と   ナ し ー L  / Ⅰ し 

ても、 名主勘の為に に差出 に至り れは別 九三） 

「 右 し て 当 神神 
御 衛 た 別 と 主 柱     
し し 社 新設 以 つ 

た て 高 く 等 未 て 
と   さに 両弐 一分」 流用 財政 時期 保二   

そ 正 ぃ   
。 月 天徳真長 

て ' 珪 。 '" 下 

九
代
 以
真
 ま
た
丹
波
正
の
受
領
名
を
継
承
し
、
隣
接
の
 大
聖
寺
（
真
吾
 昌
不
 
）
か
ら
離
檀
し
て
、
神
葬
祭
に
転
じ
た
 。
満
天
保
二
年
に
は
 
鱗
 

神
主
号
を
下
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
親
子
二
代
に
 亘
る
 丹
波
正
時
代
は
社
家
の
最
も
優
位
の
時
代
と
し
て
特
筆
 
大
童
 目
 
す
る
こ
と
が
で
 き
勒
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

"
 

翠
 

 
 



 
 

 
 

神
ヒ
 レ V
.
.
,
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近世の祭礼仲間 衆 のその解体 

納 名 月 余 
（ 主 ソ べ こ 「年 に Ⅱ 仲 拠 珪が ） 

年 

提 

の 

程 

もよ 

米 

銭 

百 
文 
で 

あ 
る 
Ⅴ ナ し 

し 費 年 

て   
  ナ - し 

と 

，え 
@ ま 

田 
方   
で， 

  

㈲神 別当が は米   
斗 の 斗 定 間 6 
6 収 8 し 入 俵 

35  (35) 

1?" 鯛 

が ， 

あ 
つ 
ナ， Ⅰ 

済
 

セ
 ・
 経
 

廿
紬
 

。
 

ゾ
申
 

 
 

 
 

 
 

か
ら
十
九
貫
文
会
、
ほ
か
に
太
々
神
楽
等
の
収
入
が
あ
り
 

、
惣
 じ
て
 2
 両
か
ら
 6
 面
余
の
現
金
収
入
 

神
社
の
経
済
に
つ
い
て
は
、
基
礎
歳
入
は
年
貢
米
⑳
榛
一
 

別
後
 と
畑
 万
年
貢
ェ
面
 
2
 分
 と
銭
 5
 貫
文
倉
、
こ
れ
に
 
年
 々
に
よ
り
不
定
な
が
 

 
 

笠鉾 礎ヴ 

（
 
旺
 ）
矢
口
文
書
「
江
戸
神
主
 
号
 願
人
用
 控
 」
天
保
二
年
華
 卯
 三
月
四
日
オ
五
月
十
九
日
帰
村
 

 
 

と
な
っ
て
社
家
 頭
 矢
口
家
の
消
長
は
そ
の
ま
 ュ
 こ
の
神
 事
 組
合
の
消
長
の
歴
史
を
示
し
て
い
る
。
 

寸
白
 

 
 

音
曲
 
押
絹
 

@
v
@
 

卍
 
甘
 

丹
波
寸
時
代
（
貴
重
・
正
直
・
 

並
 保
の
三
代
）
 

別
当
へ
抵
抗
 
期
 

刊
ヰ
再
 

丹
波
正
時
代
（
正
喜
・
 

以
 真
の
二
代
）
 

興
隆
 
期
 

持
 
。
 

平
，
 

解
体
 
期
 

抽
り
 

 
 
 
 

桂
 太
郎
時
代
 

 
 



" プ " Ⅰ "   "       
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升
 、
丹
波
が
 3
 年
 2
 升
 、
土
佐
が
 2
 坪
 2
 升
 、
 畑
 方
は
 左
門
が
金
壺
 貫
 四
百
四
 拾
 四
文
、
大
和
が
毒
質
四
百
三
十
 元
文
筆
計
六
案
と
い
つ
 

た
 割
当
で
あ
っ
た
。
（
矢
口
文
書
、
「
炭
田
畑
御
年
貢
 

取
 上
 
エ
帳
 」
（
弘
化
三
）
 

㈲
神
主
田
は
神
事
の
頭
役
の
際
の
諸
費
に
当
て
る
為
に
 頭
役
の
家
で
耕
作
し
、
そ
の
中
か
ら
一
部
を
神
社
に
年
貢
 と
し
て
差
出
し
た
も
 

の
で
Ⅰ
分
程
度
（
同
上
書
）
で
あ
っ
た
。
（
同
前
）
神
主
 田
の
成
立
は
元
 隷
 6
 年
失
脚
断
絶
に
よ
り
浮
い
た
 旧
神
 主
の
配
当
分
を
も
つ
て
、
 

そ
の
ま
二
神
主
 日
 と
し
た
。
 

そ
の
他
散
物
収
入
は
正
月
一
カ
月
分
だ
け
を
納
戸
人
 と
 し
、
ニ
 、
四
、
五
の
三
カ
月
と
地
主
稲
荷
の
散
物
全
部
 
（
計
約
六
両
）
を
別
当
 

が
と
り
、
他
の
ハ
カ
 月
 分
を
社
家
が
分
配
し
た
。
 

講
の
費
用
は
神
主
日
と
神
楽
の
収
入
の
一
部
と
社
家
 均
 等
 の
 酸
金
 を
主
と
し
、
収
入
は
全
員
で
差
等
を
つ
げ
て
 配
 介
 し
た
。
嘉
木
五
年
 

か
ら
は
「
八
年
 講
 」
と
称
し
て
八
人
 づ
 つ
の
組
合
と
し
、
 
組
 毎
に
 百
 疋
を
奉
納
せ
し
め
、
各
組
毎
に
年
一
人
代
参
 せ
し
め
る
定
め
と
し
、
 

増
収
を
は
か
っ
た
。
 

講
は
毎
年
三
月
十
三
日
に
執
行
、
次
の
よ
う
な
段
取
り
 の
 実
施
記
録
が
矢
口
文
書
に
あ
る
。
 

一
 、
警
固
刀
伊
勢
・
 卯
之
吉
 

復
配
 

一
 、
勝
手
動
 万
 

お
ば
ん
、
お
み
 き
 、
お
し
の
、
お
は
ま
、
お
 は
ん
 

因
幡
、
末
女
、
左
門
、
要
人
、
左
京
、
佐
五
郎
 

一
 、
舞
乃
 

お
ひ
さ
 

一
 、
案
内
方
 

卯
之
松
 、
 惣
 五
郎
 

一
 、
給
仕
方
麻
佑
 郎
 、
良
吉
、
実
太
郎
、
助
次
郎
 

一
 、
座
敷
市
伊
勢
、
吉
太
郎
 

嘉
永
 セ
年
 手
貫
三
月
十
三
日
 

一
 、
酒
世
話
万
万
之
助
 

宿
 

丹
波
 

一
 、
料
理
方
兵
部
、
忠
之
助
、
 惣
吉
 

一
 、
勝
手
方
浅
石
 ヱ
門
 ・
 惣
 文
郎
 

安
政
二
年
土
佐
を
宿
と
す
る
 略
 こ
れ
と
同
種
の
役
 配
も
 あ
る
が
、
そ
の
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
「
献
立
」
も
あ
る
  
 

し
ほ
び
ぎ
 

一
 、
 皿
 

献
立
 

こ
ん
ぶ
 、
 た
ら
 

一
 、
平
 

と
 う
ふ
 、
お
 さ
な
 

一
 、
大
汗
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講
中
の
分
布
は
下
小
島
村
、
八
幡
 村
 、
上
豊
岡
村
、
上
 

 
 

来
附
 村
 、
室
田
上
町
、
下
蕨
 塚
村
 、
花
御
堂
 村
 、
下
新
田
 

と
い
 も
、
し
か
た
 げ
 、
か
ん
 ぴ
や
ぅ
 、
し
み
 

村
 、
上
新
田
村
、
福
 

 
 

こ
ぼ
ぅ
 、
さ
と
い
も
、
し
い
た
げ
、
か
ん
 ぴ
や
ぅ
 

一
 、
煮
物
 

一
 、
 坪
 

ん
 、
に
ん
じ
ん
、
と
あ
 ほ
ふ
、
 ご
ぼ
う
 

か
ち
 ぐ
り
、
と
あ
 ほ
ふ
 、
に
ん
じ
ん
 

夕
食
 

5
 ど
 、
か
ら
し
あ
い
 

一
 、猪
口
 

豆
腐
、
青
菜
 

一
 、
大
汗
 

一
 、
 鍍
頭
 

五
色
 

み
の
ほ
 し
 

一
 、
 皿
 

な
し
、
し
い
た
け
、
の
り
す
し
、
は
 す
、
 た
が
い
 

一
 、
筆
巻
 

も
 

あ
ん
か
け
、
豆
腐
 

一
 、
平
 

し
ら
 た
げ
 

一
 、猪
口
 

講
樺
敷
 

三
杯
酢
 

一
 、
 丼
 

島
村
、
若
田
村
、
下
里
見
付
、
神
山
中
町
、
下
間
仁
田
、
 我
 峯
村
、
吉
井
村
、
板
 鼻
宿
 、
中
里
見
 付
 、
中
鼻
高
村
 、
鼻
高
寺
沢
村
、
大
谷
 

村
 、
高
崎
、
乗
 附
村
 、
ニ
ッ
チ
沢
村
、
神
山
下
宿
室
田
 宿
 、
神
戸
村
、
手
長
村
、
浜
川
村
、
下
 若
村
 、
新
井
村
、
 
下
 大
島
村
、
 

棟
 高
村
、
 

東
上
磯
部
 材
 、
下
小
橋
村
、
奥
平
村
、
町
屋
 村
 、
金
井
 淵
村
 、
西
新
 波
村
 、
生
原
村
等
の
地
域
に
直
っ
て
、
そ
の
 数
は
 セ
 0
0
 
人
に
及
ん
 

で
い
る
。
 

こ
の
ほ
か
社
家
相
互
の
金
融
の
為
に
無
尽
講
を
つ
く
り
、
 ス
 造
営
勧
化
の
保
管
 金
 も
こ
れ
に
流
用
し
た
。
（
安
政
 日
午
以
後
多
数
の
利
 

千
敗
宜
候
が
あ
る
）
こ
れ
ら
の
経
理
は
「
仲
間
総
立
合
」
 に
よ
り
年
末
に
清
算
し
、
余
剰
金
は
「
灯
明
 料
 」
 名
儀
 で
 社
家
に
家
格
に
応
じ
 

て
 分
配
し
た
。
 

（
 
註
 ）
た
と
え
ば
安
政
五
年
の
灯
明
 
料
 勘
定
帳
（
矢
口
文
書
）
 

に
よ
 れ
ば
丹
波
，
土
佐
が
二
頁
二
百
四
十
八
文
、
左
京
一
貫
 五
 百
文
で
、
他
の
大
部
分
 

は
セ
 百
四
十
八
文
で
あ
っ
た
。
 

此
の
外
天
明
三
年
の
浅
間
 墳
火
 
に
よ
る
不
作
や
文
化
十
二
年
の
 神
徳
手
焼
失
等
の
再
建
貸
金
と
し
て
文
政
六
年
よ
り
十
二
年
間
 の
突
 富
興
行
を
 

企
て
 願
 出
た
が
、
許
可
に
な
っ
た
史
料
は
な
い
。
 

(37) 
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を
 遮
断
し
て
祭
を
い
と
な
む
に
ふ
さ
わ
し
い
清
浄
の
地
 と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
豊
穣
を
祈
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 

㈲
御
弓
の
神
事
（
一
月
七
日
）
…
…
 
径
 五
尺
ば
か
り
 の
的
に
梅
の
丸
木
で
つ
く
 つ
た
 六
尺
の
大
弓
で
射
る
儀
式
 で
、
 竹
 製
の
矢
尻
の
 

尖
っ
た
 一
ノ
 矢
で
、
 弓
と
 的
と
の
距
離
は
二
間
、
射
手
 は
 顔
を
的
か
ら
背
け
て
射
る
。
 一
ブ
 矢
は
矢
尻
が
直
角
に
 切
っ
て
あ
る
。
こ
れ
を
 

恵
方
に
放
つ
、
二
天
 づ
つ
 三
回
、
三
張
の
大
弓
で
射
る
 、
 恵
方
に
放
っ
の
ほ
災
厄
除
け
、
的
射
は
農
耕
の
神
占
で
 、
こ
の
的
り
に
よ
っ
て
 

そ
の
歳
の
天
候
を
占
 う
 。
即
ち
的
の
黒
の
部
分
に
当
 れ
 ば
雨
 、
白
 い
 部
分
は
晴
、
 白
 ら
ぬ
と
ぎ
は
 風
 、
つ
ま
り
 降
 り
 年
か
照
り
年
か
、
 風
荒
 

れ
の
 年
か
 、
一
年
の
天
候
に
つ
い
て
矢
に
よ
っ
て
占
い
、
 結
果
を
そ
の
場
で
会
衆
に
向
つ
て
告
げ
、
さ
ら
に
社
殿
 正
面
に
掲
示
す
る
。
 か
 

つ
て
は
村
人
の
関
心
は
相
当
に
強
か
つ
た
。
神
社
側
も
 
同
様
で
丹
波
正
正
喜
が
長
年
に
 亘
る
 大
部
の
天
候
日
記
 を
刻
 明
 に
 潰
し
て
い
る
 

の
は
、
こ
の
神
占
と
結
果
を
照
合
し
見
と
ど
げ
る
為
の
責
 任
 感
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
か
つ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
 の
 儀
式
で
は
別
に
什
一
 

張
の
小
弓
に
よ
り
恵
方
に
放
つ
矢
は
家
内
の
災
厄
を
払
 ぅ
 も
の
と
し
て
か
つ
て
は
参
会
の
村
人
は
争
っ
て
拾
い
も
 ち
 か
え
っ
た
ら
し
い
。
 

こ
こ
に
破
邪
の
神
格
は
同
時
に
作
物
と
天
候
に
深
い
関
 心
を
示
し
て
い
る
。
 

㈲
 
御
 筒
粥
の
神
事
（
一
月
十
四
皿
）
・
・
・
・
・
・
散
米
と
五
 

本
の
葮
を
入
れ
て
粥
を
炊
ぎ
、
 翌
 十
五
日
早
朝
神
前
で
 蓋
 を
あ
げ
、
五
本
の
叢
 

の
中
に
粥
の
入
っ
て
い
る
程
度
で
、
今
年
は
早
稲
八
分
、
 中
稲
 四
分
大
麦
六
分
、
養
蚕
 セ
 分
筆
作
物
の
種
別
に
そ
 の
年
の
作
柄
を
占
 う
 。
 

「
八
幡
宮
諸
事
 控
帳
 」
（
文
政
六
）
に
 よ
 れ
ば
、
神
社
の
 執
行
す
る
神
事
は
年
間
七
十
五
度
で
あ
る
が
、
 

と
 く
で
あ
る
。
 

Ⅱ
御
田
植
の
神
事
（
一
月
三
日
）
…
…
手
便
二
人
神
子
 五
人
が
田
を
す
ぎ
苗
代
か
ら
 蕃
種
 ま
で
の
一
切
の
 

（
神
璽
を
捺
し
た
紙
に
洗
米
を
包
み
篠
竹
八
寸
ば
か
り
の
 先
に
は
さ
ん
だ
も
の
す
な
わ
ち
牛
王
）
を
群
衆
に
 

を
 拾
い
各
自
の
田
の
水
口
に
立
て
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
 稲
が
 稔
る
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
神
の
 そ

の
主
た
る
も
の
は
次
の
ご
 

所
作
を
し
終
っ
て
「
お
ご
」
 

撒
く
。
群
衆
は
争
っ
て
こ
れ
 

破
邪
の
神
威
に
よ
っ
て
 外
抜
 

 
 

  

  

 
 

八
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事
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結
果
は
神
殿
の
外
房
 
に
 貼
り
出
す
。
 

同
社
で
は
ま
た
陰
暦
六
月
十
九
日
に
 

蹊
 大
祓
 式
 が
行
わ
 
れ
る
。
今
は
一
月
遅
れ
の
陽
暦
 

セ
月
 十
九
日
の
正
午
に
 
神
 興
三
社
が
、
大
門
 
わ
 

ぎ
 の
お
旅
所
（
小
字
舞
台
）
渡
御
す
る
。
神
輿
は
応
 

神
 天
皇
、
神
功
皇
后
、
玉
依
姫
の
意
で
あ
る
と
い
う
。
御
旅
 

所
で
忙
 
東
 神
功
皇
后
、
 

中
 応
神
天
皇
、
西
玉
依
姫
の
順
に
南
面
し
て
安
置
さ
れ
 

る
 。
こ
の
時
鼻
高
村
の
小
沢
家
か
ら
 

麻
祢
 覆
面
姿
で
白
木
 
0
 台
に
三
袋
の
麦
香
煎
 

を
 献
ず
る
。
こ
の
香
煎
は
参
会
者
に
分
配
さ
れ
る
。
 

つ
 い
で
人
形
を
碓
氷
川
に
流
し
て
還
御
と
な
っ
て
式
を
終
る
 

が
 、
 麦
 香
煎
を
献
ず
る
 

こ
と
に
つ
い
て
は
一
つ
の
伝
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
小
沢
 

氏
の
先
祖
の
老
夫
婦
が
田
の
畦
に
 

憩
 ん
で
い
る
と
、
旅
僧
 

が
 通
り
か
か
り
、
杖
を
 

あ
げ
て
あ
れ
は
何
の
森
か
と
聞
い
た
。
稲
荷
の
森
 

と
申
 
す
 旨
を
答
え
る
と
、
僧
は
わ
れ
は
八
幡
で
あ
る
。
や
が
て
 

こ
の
地
に
鎮
座
す
る
と
 

い
つ
た
。
つ
ま
り
各
地
に
あ
る
神
の
遍
歴
譚
を
伝
え
て
 

い
る
。
こ
の
八
幡
神
社
の
位
置
は
中
仙
道
に
沿
っ
て
大
門
 

が
あ
り
、
そ
れ
よ
り
 

北
 

へ
 直
線
四
百
世
間
 
四
 尺
の
杉
並
木
の
参
道
を
も
つ
て
仁
王
 

門
 に
連
る
が
、
そ
の
大
門
 

わ
 ぎ
に
御
旅
所
が
あ
る
の
で
 

あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
 

中
 

仙
道
一
筋
を
距
て
て
両
側
に
は
 

碓
 氷
川
が
「
三
十
五
間
 

」
の
河
幅
を
も
っ
て
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
御
旅
 

所
の
位
置
は
、
八
幡
 

と
 

水
 と
の
関
係
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
水
は
 

濯
潮
 用
水
と
し
て
村
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
も
の
で
あ
る
 

。
上
流
か
ら
流
れ
く
る
 

こ
の
水
の
尊
さ
か
ら
、
同
時
に
そ
の
 

流
 と
共
に
 
来
 る
神
の
 
姿
を
想
い
描
く
と
い
う
こ
と
ほ
、
ご
く
自
然
に
あ
り
さ
 

る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
 

ろ
 う
か
 。
し
か
も
一
切
の
罪
汚
れ
を
洗
い
清
め
る
も
の
 

が
 水
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
一
年
の
罪
 

絨
 れ
を
人
形
に
託
し
 
て
 流
す
大
祓
の
儀
式
が
 

脚
結
び
つ
い
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
行
事
 

は
こ
こ
か
ら
別
れ
を
隣
村
の
上
豊
岡
村
（
全
高
崎
市
）
 

の
 若
宮
八
幡
で
も
同
じ
に
行
わ
 

の
 

畦
 
れ
て
い
る
。
 

祭
の
季
で
あ
る
。
 

淋
水
 

に
最
も
中
 

祖
 
れ
て
い
る
 
意
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



      

と
こ
ろ
で
こ
の
考
を
実
証
す
る
も
の
と
し
て
、
同
地
の
 濯
概
 用
水
と
し
て
の
 板
鼻
 堰
の
実
状
に
つ
い
て
語
ら
ぬ
 ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
 

@
 。
 

現
在
 板
鼻
堰
と
 呼
ば
れ
る
堰
に
つ
い
て
は
矢
口
文
書
に
 、
 

一
 、
称
名
寺
谷
川
 橋
よ
 り
閻
魔
堂
橋
上
端
近
吉
セ
十
六
間
 

一
 、
本
 堰
メ
切
拾
 四
間
柱
 

一
 、
閻
魔
堂
 橋
 よ
り
長
井
堰
 迄
 三
百
二
十
一
間
内
 メ
切
 二
十
二
一
 
『
 
苛
 

Ⅰ
月
の
輪
二
十
間
三
尺
 

葱
台
町
歩
水
門
 際
 よ
り
永
井
 橋
 城
間
数
 

一
 、
中
宿
 裏
 押
切
川
幅
二
十
六
間
 

十
九
町
六
間
千
百
四
十
六
間
 

一
 、
同
新
堀
切
五
十
六
間
 

木
戸
際
よ
り
 碓
 氷
川
道
三
十
四
間
 

一
 、
水
門
よ
り
堀
口
 迄
 二
百
四
十
五
間
 

堀
口
前
 堰
 よ
り
 碓
 水
棲
道
八
十
四
間
 

一
 、
堀
口
前
よ
り
大
乗
院
 橋
迄
 三
十
二
間
 

天
王
 裏
堰
 よ
り
 碓
 米
櫃
 迄
 百
四
十
四
間
 

一
 、
大
乗
院
上
端
よ
り
関
口
 橋
迄
 四
十
二
間
 

泉
徳
 寺
前
 堰
 よ
り
 碓
 氷
川
道
二
百
間
 

一
 、
聞
老
手
上
 ノ
 山
橋
 迄
 六
十
六
間
 

一
 、
上
 ノ
橋
 よ
り
称
名
寺
 橋
迄
 五
十
八
間
 

と
あ
り
、
 同
 堰
は
現
在
 碓
 氷
川
と
九
十
九
川
の
合
流
地
 煮
付
近
よ
り
取
入
れ
て
い
る
が
、
初
期
に
お
い
て
は
所
謂
 「
堀
口
」
か
ら
取
り
 

入
れ
た
も
の
ら
し
く
、
右
の
板
 鼻
 地
域
を
第
一
期
工
事
 と
し
て
、
慶
長
の
頃
に
開
城
さ
れ
、
つ
い
で
八
幡
 原
 
（
 板
 鼻
 、
八
幡
、
 
下
 豊
岡
に
 

及
ぶ
広
い
平
地
帯
）
の
水
田
を
縦
横
に
潤
し
、
こ
の
間
 の
水
路
は
八
幡
神
社
の
参
道
及
び
馬
場
を
十
 流
 に
横
断
し
 
、
元
和
頃
ま
で
に
 略
第
 

六
期
工
事
を
も
つ
て
完
成
し
た
よ
 う
 で
あ
る
。
享
和
 元
 年
の
 
「
御
分
間
 御
 絵
図
御
用
村
方
往
還
通
明
細
書
上
 帳
 」
 （
矢
口
文
書
）
は
 

用
水
者
 板
 昴
宿
地
内
手
板
 鼻
堰
 よ
り
引
取
舵
 
榎
村
 地
内
 よ
り
島
川
 江
 藩
中
條
 

と
あ
り
・
こ
の
用
水
利
用
の
為
の
堰
組
合
は
 セ
カ
 村
で
結
 

成
し
た
。
そ
し
て
天
明
三
卵
 

年
 と
天
明
 セ
 末
年
、
寛
政
 四
子
年
は
公
儀
の
費
用
 

に
よ
っ
て
普
請
し
、
そ
の
間
享
和
元
年
ま
で
は
年
々
 堰
 細
人
口
に
よ
る
農
民
の
自
普
請
に
 
ょ
つ
 た
こ
と
が
、
同
書
上
 帳
 に
記
さ
れ
て
い
る
。
 

九 

板 
尭 
! 僖 

と 

氏 
子 
圏 

(40)@ 40 
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若
御
礼
二
儀
 ハ
 正
月
八
日
英
村
定
名
主
 方
へ
頼
遣
 

近
 略

二
セ
 百四
十
三
枚
（
 マ
こ
 

 
 

仲
 

L
 

岡
村
 

そ
 

4
 

a4 ⅠⅠ 

天
明
三
年
の
「
御
用
水
 板
鼻
堰
懸
田
 反
別
 訴
 」
（
矢
口
 文
書
に
 ょ
 れ
ば
こ
の
堰
の
水
下
町
歩
は
総
計
百
四
十
一
町
 五
 尻
穴
 畝
 十
二
歩
、
 

延
長
三
里
 廿
 六
町
会
 に
 及
ん
だ
が
、
そ
の
内
訳
は
次
の
 如
く
で
あ
っ
た
。
 

藤
塚
村
 

一
二
町
 
セ
反
 二
歩
 

板
鼻
宿
 

二
三
町
一
敏
 
玉
 歩
 

上
 豊
岡
村
 

二
九
町
二
皮
一
敏
人
参
 

八
幡
村
中
 

四
 0
 虹
二
皮
七
献
一
四
歩
 

中
 豊
岡
村
 

一
 
0
 町
人
 反
 匹
敵
一
一
歩
 

剣
崎
 （
 
村
 ）
 市
吉
 ヱ
門
 

セ
町
セ
反
 四
敵
一
四
歩
 

下
 豊
岡
村
 

五
町
人
尺
 九
畝
セ
歩
 

古
庄
 ヱ
門
 

同
 

一
一
町
八
反
二
九
 
歩
 

新
庄
 ェ
門
 

同
 

二
皮
大
敵
一
九
 
歩
 

即
ち
 堰
 組
合
の
 セ
カ
村
 と
は
こ
れ
ら
 板
鼻
宿
 、
八
幡
 村
 、
 剣
崎
村
 、
藤
 塚
村
 、
上
豊
岡
村
、
中
豊
岡
村
、
下
豊
岡
 村
 
（
現
在
い
づ
れ
も
 

高
崎
市
に
ム
ロ
 
併
 ）
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
，
そ
し
て
 ナ
 
」
れ
る
の
 被
濯
慨
 反
別
に
応
じ
て
、
 自
 普
請
の
負
担
が
ぎ
 め
ら
れ
た
が
、
文
化
 四
 

年
 の
 堰
誌
 
（
本
多
夏
彦
 氏
蔵
 写
本
）
に
 ょ
 れ
ば
、
 板
鼻
 宿
と
下
 豊
岡
村
は
負
担
半
減
と
さ
れ
、
人
夫
を
除
 き
 諸
色
 ば
か
り
を
出
し
た
。
 

と
こ
ろ
で
興
味
ふ
か
い
こ
と
に
は
、
八
幡
宮
を
崇
敬
 支
 持
し
た
氏
子
 窟
は
恰
皮
 こ
の
 セ
カ
 村
に
符
合
し
て
い
る
こ
 と
で
あ
る
、
こ
れ
に
 

碓
 氷
川
を
距
て
て
相
対
す
る
鼻
高
村
は
早
く
か
ら
氏
子
 に
 加
わ
っ
た
こ
と
は
同
地
の
小
沢
家
が
、
八
幡
勧
請
の
伝
 説
 に
入
っ
て
く
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
も
察
せ
ら
れ
る
が
、
同
村
は
又
対
岸
に
お
い
 潅
 氷川
の
支
流
岩
谷
川
の
小
を
引
い
て
い
る
の
で
あ
 っ
 十
八
 

-
 
し
 
。
 

休
 

更
に
江
戸
末
期
の
原
本
か
ら
写
し
た
と
思
わ
れ
 る
 「
八
幡
宮
年
中
行
事
」
（
竹
林
家
所
蔵
文
書
）
に
 よ
 れ
 ば
 正
月
八
日
の
頃
に
、
別
当
 

ゆ
 

（
神
徳
 
寺
 ）
の
仁
王
札
を
氏
子
に
配
布
す
る
た
め
に
 準
備
す
る
こ
と
が
出
て
い
る
。
 

 
 

村
セ
拾
枚
 
当
所
 
五
拾
 四
枚
鼻
高
村
四
措
大
 枚
 
腰
塚
百
三
 拾
枕
 
上
質
 



 
  
 
 
 

た
こ
と
も
こ
の
推
察
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

唯
 
、
 
申
 
豊
岡
村
 

下
 
豊
岡
村
は
板
 

鼻
堰
 

以
外
に
島
川
の
水
を
引
い
 

て
い
る
の
で
、
 

板
鼻
堰
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引
祖
 密
接
な
団
結
を
も
っ
て
、
用
水
の
公
平
な
分
配
と
い
 ぅ
 生
活
権
擁
護
の
問
題
に
深
い
関
心
を
も
つ
た
こ
と
は
 明
ら
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

 
 
 
 

瑛
 
彼
ら
が
政
治
的
支
配
固
を
異
に
し
な
が
ら
、
 

尚
 神
事
 組
合
の
外
 廓
に
 強
固
な
堰
の
組
合
を
も
ち
得
た
所
以
を
 こ
こ
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
ひ
 

世
 

 
 

 
 

近
い
。
 

 
 

で
あ
り
、
同
神
の
氏
子
は
ま
た
 

堰
 と
い
う
社
会
経
済
的
な
 

地
盤
を
契
機
と
し
て
、
一
層
 

 
 

体
 

 
 

荘
 民
の
契
状
、
永
仁
二
年
。
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の
 
荘
園
が
相
接
し
、
同
じ
 

港
潮
 
用
水
に
依
ら
ね
ば
な
ら
 

ぬ
よ
う
な
場
合
も
少
く
な
か
つ
た
こ
と
は
い
さ
ま
で
も
な
 

い
 
。
そ
う
し
た
場
合
、
 

そ
れ
ら
の
間
に
烈
し
い
水
争
い
が
生
れ
る
可
能
性
は
少
 

く
な
い
し
、
父
事
実
そ
の
例
に
乏
し
く
な
い
が
、
領
主
 

関
 
係
の
利
益
や
感
情
の
対
 

立
に
 
殉
じ
て
、
 

領
民
 
相
互
に
争
っ
て
も
結
局
不
利
を
見
 

る
の
は
農
民
自
体
で
あ
る
こ
と
を
、
や
が
て
農
民
た
ち
が
 

さ
と
る
こ
と
も
あ
る
。
 

こ
の
自
覚
は
そ
れ
で
も
領
主
権
力
の
強
 

い
 
間
は
ま
だ
 

表
 
面
 に
出
て
来
な
い
け
れ
ど
も
、
一
度
領
主
の
実
力
が
見
す
 

か
さ
れ
た
場
合
に
は
、
 

領
民
 
た
ち
の
自
覚
は
洪
水
の
よ
う
に
荘
園
と
荘
園
と
の
 

区
別
を
押
流
し
て
、
同
一
水
利
に
 

よ
 
る
も
の
の
み
の
強
固
 

な
 
団
結
に
ま
で
高
ま
る
 

の
 
自
治
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
荘
園
を
異
 

に
す
る
頑
民
た
ち
は
水
利
に
関
す
る
限
り
、
各
々
の
領
主
 

か
ら
離
れ
て
組
合
を
結
 

成
し
、
そ
の
自
治
組
織
の
・
中
に
引
本
権
を
保
持
し
て
ゆ
 

く
の
で
あ
る
。
 

引
 水
は
権
利
と
し
て
強
固
な
地
盤
を
農
民
 

た
ち
に
与
え
て
い
っ
た
 

の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
農
民
自
体
の
自
治
の
上
に
築
 

吐
 
廻
 
さ
れ
る
組
合
は
 

、
 
自
ら
の
手
で
、
そ
の
中
に
生
れ
で
 

る
 
暴
力
者
や
秩
序
破
壊
者
 

を
 
防
が
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
秩
序
 

維
 持
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
、
も
し
神
の
名
を
呼
び
 

ぅ
る
と
 

し
た
ら
、
そ
の
水
利
 

組
 

ム
ロ
は
常
に
よ
り
平
和
な
運
営
を
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
 

き
 
る
わ
け
で
あ
る
。
 

註
 （
 
1
 
）
宝
刀
圭
吾
 

氏
 「
中
世
 

濯
概
 
史
の
研
究
」
所
司
、
貞
治
 

三
年
七
月
和
泉
 

国
 
大
島
 
庄
 
上
条
地
頭
田
代
工
費
訴
状
に
対
す
 

る
 
大
番
雑
掌
枯
草
の
 

重
陳
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Ⅰ
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つ 幅 と   つ 花 井 内 

の 各 宅 地 て   中 て た は 済は要邪ょ 情も 世 い ま ィ言 

こ 共が 石幡 珪 3% 淫玄 

の で の   
元年大和 る 接地 よ めに 享 る 。 舟路 する もで     の の ぎ 領   開 作 ぬ 十 も、 のそ五 の 月 

での あ 上 条 、   が 信仰のる。 祀ら の不動 むしろ ること 

と 社 に 村 
つ に 六 、 土 田 の 

て "  四 力 % ミ " そ 総 窮 悪 

で 碓 村 七 水波 れに 代、 し 、   
つ 

  Z 社 従 び 
一 つ と   

ナ， し そ 般 た は 
つ 士 来 同 

の 
幡 の 九 

の 概 と 限 
て 占 領 囲 

の 惣 菜 
旦 食 思 ら 

主 役 内 の 
場 氏 の ず 、 で ・ 山 

であ 体のわな 
る 

合 神 各 る 山 徒 々 
的 中 ね い と と 村 

  表 に る で 
同 下 川 の 

同 し も よ 

か 現 そ し ち 
（・ -, ノ 

- て   村 へ寺落が のへ 水   
に の 、 ろ の 、 村 

類 薬 毎 
して お い 性かう 能た 。 型 師 化 こ 

の 諸 庵す 、 才人 流 

神 て を が 唯 
影 山 路 し 

の 
を 守 宮 響 上 に   

は 普 た 八 百 八 座 に の 新 領   
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ば
な
ら
な
い
。
 

こ
れ
よ
り
先
、
神
徳
寺
が
焼
失
し
一
時
無
音
無
住
と
な
 

っ
た
 時
、
別
当
は
本
寺
た
る
 
板
鼻
 宿
の
称
名
寺
住
職
竹
林
 
宮
内
（
後
喜
 内
 と
改
 

む
 ）
が
嘉
永
年
以
来
兼
帯
と
な
っ
た
。
そ
の
後
文
化
 

年
 間
 ご
ろ
ま
で
に
社
僧
五
ヵ
 
寺
 と
若
干
の
社
家
の
家
も
潰
れ
 
た
 。
そ
の
皮
に
そ
の
 
未
 

印
 配
当
分
は
神
社
の
修
 
覆
費
 と
し
て
納
戸
入
り
と
な
る
 
建
前
で
あ
っ
た
が
、
別
当
宮
内
が
こ
れ
を
実
行
し
な
か
っ
 

た
 と
て
、
矢
口
勘
解
由
 

ら
 八
人
が
氏
子
四
ヵ
 
村
惣
代
 と
共
に
反
別
当
の
狼
火
を
 
あ
げ
、
加
部
左
門
以
下
六
社
家
は
別
当
支
持
に
ま
わ
っ
て
 

訴
訟
沙
汰
と
な
っ
た
。
 

こ
れ
は
一
応
和
談
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
尚
し
こ
り
と
 

し
て
残
っ
た
。
明
治
の
新
政
を
迎
え
時
代
は
急
激
に
変
動
 

し
 、
神
仏
 混
 清
の
廃
止
 

か
ら
廃
仏
乗
釈
へ
の
風
潮
の
前
に
別
当
宮
内
は
、
い
ち
 

早
く
転
身
し
て
八
幡
宮
神
主
と
な
り
そ
の
位
置
を
不
動
の
 

も
の
と
し
た
。
社
家
は
 

必
然
的
に
皆
「
神
葬
 
&
 
ホ
し
と
な
る
こ
と
を
 
願
 出
て
 、
い
 つ
れ
も
仏
教
を
棄
て
た
。
 

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
時
代
の
波
濤
更
に
大
ぎ
く
 

彼
 ら
を
根
底
か
ら
ゆ
さ
ぶ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
新
政
に
 

ょ
 つ
て
幕
府
時
代
以
来
 

体
の
朱
印
は
当
然
廃
止
の
運
命
と
な
り
、
 
旧
 社
家
は
受
 領
 名
を
称
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
明
治
二
年
現
在
で
 

、
矢
口
、
富
加
津
の
旧
神
主
 

ゆ
 
二
家
以
外
は
苗
字
の
使
用
も
認
め
ら
れ
ず
、
 

い
 ず
 れ
も
「
百
姓
名
」
に
帰
ら
さ
れ
た
こ
と
は
、
次
の
矢
口
 

文
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
 

が
る
。
（
文
中
 
桂
 太
郎
は
矢
口
丹
波
正
 

以
 真
の
子
、
真
澄
 
魅
 昌
賀
津
 
土
佐
の
子
で
あ
る
）
 

 
 

 
 

大
秦
 畏
候
 
体
面
 者
被
仰
渡
 

 
 

 
 

世
 

 
 
 
 

近
尚
 同日
付
同
所
宛
て
の
矢
口
文
書
（
「
 

乍
恐
以
書
 付
 奏
申
上
條
」
）
も
あ
る
。
 

さ
て
こ
の
 碓
氷
 八
幡
の
祭
祀
組
織
も
、
明
治
の
庶
政
一
 

新
 に
際
会
し
て
、
如
何
な
る
運
命
を
辿
っ
た
か
を
、
最
後
 

に
 付
与
 
己
 し
て
お
か
れ
 

    

十
一
、
仲
間
衆
の
解
体
 

   
 



      'sr@w@@@@ ・・・ @@/;:?r@@@-ar"<r?y.-., ・   .   ・・   >,@@@ ・ @"i/ s".@@' ・ ・ F@'rV"V.@@<?. ・・・ : ・ "; Tyt;@--- ・ l ・ ， i ， @@,*w@;- ・ @@ 
    
      
  
  

内 君 
へ の   拾 ・ 「 一 一 口 治 諾 は し 

@ 月 面 拾 拾 百 

    
八 千街六分を々 祓月 て権 日 

して へ 一十二 三円 天 一円玉 七 下 日 割 矢 に 
そ 引 十 銭 
の し 七   
他 た 銭 。 帰 に し と く 生 印 仏 日 
は 六 

前 拾 」 る 

橋 爪 ケ Ⅰ し   ざ く 

0 円 よ     
（ 一 れ 

十二 県庁 
ひま 

全 諸 公 配 
） 銭 有 人 拾債 当 
へ の 全 周 壱 証祓 
の 内 
六 課   板書 一 御 下 
回 むま 割 金 
に 彼 ｜ 七 % @ Ⅰ 

及 ら 
ぶ 旧 
放 神 
貴 宮   
で ・ よ 

あ り 

つ 八 悲 万 言 尊 神 岡 
た 幡   

。 官 ら 仕 口 は 分 祭 申 

血 へ 
涙 の   
の 奉 
支 納   
出 金 た な 日 食 づ る 存 王 
と と 文 事 れ 権 候 政 
い し 善 本 を 利 ; 御 
ぅ て 「 致 も は ; 一 

外 五   新 
は 拾   ケ @ し 

な 円 
い と   彼ら旧神主 什神 は 似追 着相 し、 失わ 

拾 の 訴 済 時 れ 仏 
さ 竹 五 「 奉 事 に て 混 
て 林 入 作 
残 高 上 間   
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近世の祭礼仲間 衆 のその解体 

  

  

  

  

 
 

 
  

 

 
  

 

れ
 、
 
甘
 ト
 
・
 ・
 @
 、
目
ア
 

Ⅱ
 申
 
・
 @
 

「
 モ
ヒ
 

ド
 

が
 流
れ
て
い
る
。
 

金
の
配
分
は
 

冨
 加
津
徳
太
郎
…
・
・
・
三
九
円
一
銭
口
 
厘
 

加
部
光
太
郎
…
…
四
五
円
三
六
銭
 

春
山
 関
 
五
郎
…
・
・
・
 

三
セ
 四
八
六
銭
 

矢
口
 
桂
 
太
郎
…
・
・
・
四
四
円
四
五
銭
五
座
 

矢
口
 
忠
ヱ
 …
・
・
・
 

二
 二
円
九
九
銭
 

桜
井
宗
太
郎
…
…
二
セ
月
三
三
銭
 

矢
口
曳
十
郎
…
・
・
二
四
円
 
-
 
八
二
銭
 

富
 加
津
忠
次
郎
…
・
・
・
二
五
円
八
銭
 

清
水
書
市
・
・
・
…
九
円
四
銭
 

冨
 
加
津
 真
蔵
 …
・
・
・
三
六
円
 

三
 0
 銭
 

矢
口
伸
次
郎
・
・
・
・
・
・
八
円
四
銭
 

須
賀
 冨
 
太
郎
…
…
 四
 0
 円
 二
九
銭
 

冨
 
加
津
七
郎
…
…
一
円
五
九
銭
 

金
井
 
浪
造
 ・
・
・
…
三
八
円
三
三
銭
 

高
橋
平
入
…
…
 四
 0
 円
丘
 セ
銭
 

か
く
て
神
主
は
別
当
か
ら
転
身
し
た
高
内
一
人
と
な
り
 ほ
 釆
の
社
家
は
全
部
帰
農
 し
 、
そ
れ
ぞ
れ
今
日
ま
で
人
愛
 り
里
 移
り
四
代
の
歳
月
 



  

  

    

  初期 グ 

  

  ノーシ 

  

ス 主義の 一 形態 

ス
ト
 教
 信
仰
を
脅
か
す
に
も
つ
と
も
強
大
な
異
端
的
勢
力
 で
あ
っ
た
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
を
語
る
と
 き
 、
わ
れ
わ
れ
 は
ま
ず
 彼
 シ
モ
ン
の
 名
 

を
 挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
 

と
こ
ろ
で
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
問
題
は
そ
れ
自
身
 キ
 リ
ス
ト
 教
 教
理
史
上
も
つ
と
も
不
明
な
部
分
で
も
あ
り
、
 

そ
の
資
料
の
不
備
と
 

相
侯
 つ
て
、
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
わ
れ
 わ
れ
の
到
底
な
し
得
る
こ
と
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
 事
実
彼
ら
グ
ノ
ー
シ
ス
 

主
義
者
の
教
理
は
多
種
多
様
を
極
め
、
そ
の
教
理
の
由
 釆
や
展
開
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
系
列
や
活
動
地
域
な
ど
に
 関
し
て
は
、
幾
多
の
見
 

解
 が
示
さ
れ
て
 
来
 た
。
最
近
の
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
 コ
 プ
ト
 語
 グ
ノ
ー
シ
ス
文
書
の
発
見
（
一
九
四
五
年
以
降
）
 や
 、
死
海
写
本
の
発
見
 

二
九
四
 セ
 年
以
降
）
が
、
こ
う
し
た
グ
ノ
ー
シ
ス
 
主
 義
 の
問
題
に
直
接
間
接
多
く
の
光
を
投
じ
て
 釆
 た
こ
と
 
に
は
誰
も
異
存
は
な
い
 

が
 、
ま
た
逆
に
、
こ
れ
ら
の
新
た
な
資
料
に
よ
っ
て
 ま
 す
ま
す
異
論
の
可
能
性
が
増
大
し
た
と
も
い
え
る
。
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は
じ
め
に
 

こ
の
小
論
は
魔
術
者
シ
モ
ン
（
史
通
 ひ
コ
 鼠
が
ゆ
 
0
 の
）
を
 め
 ぐ
る
初
期
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
に
関
す
る
 一
 試
論
で
あ
る
 。
す
べ
て
の
異
端
は
 

シ
モ
ン
に
始
ま
る
と
い
う
二
世
紀
の
神
学
者
イ
レ
ナ
 ヱ
 タ
 ス
の
言
葉
を
別
と
し
て
も
、
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
 更
 に
お
い
て
そ
の
キ
リ
 

栄 

一   
一 

  

初
期
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
一
彰
  
 

｜
 魔
術
者
シ
モ
ン
を
め
ぐ
っ
て
 

｜
 

  



  

著
者
ル
力
の
語
る
シ
モ
ン
は
こ
れ
に
つ
ぎ
る
。
シ
モ
ン
 

の
そ
の
後
の
動
向
に
つ
い
て
は
一
切
語
ら
れ
て
い
な
い
の
 

で
、
シ
モ
ン
を
知
る
 

上
に
は
誠
に
不
充
分
な
記
事
と
い
わ
れ
は
な
ら
な
い
。
 

て
 は
 か
力
か
 シ
モ
ン
を
語
っ
た
の
は
何
故
て
あ
ろ
う
。
そ
れ
 

は
 他
の
記
事
同
様
、
初
 

                                                                                                      。 "                                         """" 『 "'"'"' "" 。 。 '"" 『。 "  """'" ‥・ Ⅲ べ 

由加   
  
  
  

事 か の れ ば 「 が ン と そ シ が 
  
  

は ら 男 放 れ 目 出 ま 一 
、 や 女 に る 分 米 ず   本稿 脈 の が山の他 モ ノ @ 、   

、 ン っ は 枝 神 を る T 新 r 歴 釆 の 派 こ で 
モ て バ に の さ り 約 使 
ン 釆 プ つ力 すも こ 聖徒 る 更な 文 。 駅数 の 

  

          
  

貧こ ご宅に重力 竺勇   
た 金モあ ここ 珪 （ モ 

  

中 し O '  ン     
われわ た とい ン た シ   

              

    
ち 相 切 形 を 
に 異 化 態 な 
、 ン さ の を す 
モ え 教 、 勢   
、 ノ 見会 シ カ   l 世 教 モ で 
、 ン す 父 ン あ と し こ 

のレ 記ムくそ 芳 呼 " と そ こ や l る 
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ぺ
ァ
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ネ
 
九
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袖幕、 本 

  

  
の 、     
  

又 
    
  
成 

扁へ 意 Q ニ ン 讃 

立   
年 
代 
      
世   
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（
 
巳
り
 

）
 

Ⅰ
￥
 

;
 

に
 信
頼
を
お
き
な
が
ら
、
使
徒
時
代
に
サ
マ
リ
ア
に
 魔
 術
者
シ
モ
ン
が
実
在
し
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

ポ ・Ⅰ ， ;, で ・ ，で 下拙 ギヂ ;; 嚥甘 

能 そ ね え 離 
」 ン れ ら で 

と と は れ あ 
呼 い こ ろ ろ 
@ う こ 。 
れ 者 に い 

へ ノ @ ・ 0 

る が グ ず し 

神 お ノ れ か 
の つ @ に し 

力 た シ せ ま   
わ 、 義 わ 著 
れ (2) 者 れ 音 
て 彼   シ わ の 

い は そ れ 会 
た 魔 ン は 体 
こ 術 に 以 の 

と を つ 上 意 
な 行 い の 図 
ど う て 記 か 

で 者 は 事 ら 
あ で 何 か す 
る あ も ら れ 

。 っ 見 シ は 

こ た 田 モ   

れ こ す ン こ 

を と こ に の 

さ 、 と 関 シ 

ら (3)  が し モ 
に 日 出 て ン 

要 分 末 次 の 
約 を な の 記 
す 偉 い こ 事 
る い が と も 

な 者 " を こ 

ら ・ と 少 知 れ 
ば 考 く る で、 
" え と こ 充 

わ て も と 分 
ね い Ⅲ が そ 
わ た 佳 山 の 
れ こ 従 来 意 
は と 時 る を 
使 、 代 。 み 
徒 ㈹ に す た 
行 人 サ な し 
伝 々 マ ね た 
め か り ち も 

歴 ろ ア " の 
に わ と 

史 佳人 「 シ れ者 

 
 

 
 

活
動
は
エ
ル
サ
レ
ム
教
会
の
支
配
下
に
あ
り
、
偽
り
の
 魔
術
者
を
斥
け
る
た
め
に
は
エ
ル
サ
レ
ム
の
使
徒
を
必
要
 と
し
た
こ
と
を
特
に
い
 

石
 
。
 

 
 

（
 
4
 ）
 

わ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
 種
々
著
者
の
意
図
を
尋
ね
る
こ
と
が
出
来
る
か
、
そ
れ
を
 明
確
に
す
る
こ
と
は
 困
 

。
 
。
 
。
 

イ
 

 
 

 
 

 
 

化
教
会
の
展
開
の
一
 
酌
 と
し
て
、
単
に
サ
マ
リ
ア
に
お
 げ
る
宣
教
を
述
べ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
 い
は
、
あ
ら
ゆ
る
宣
教
 

機
 
"
 

 
 

，
怒
 



                
  

ロ
ー
マ
皇
帝
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
 
ス
 の
治
世
（
四
一
 
｜
 五
四
）
 に
 サ
マ
リ
ア
の
一
村
 
ギ
ツ
タ
 （
の
か
ま
じ
に
シ
モ
ン
と
 

か
 ぅ
 も
の
が
お
っ
た
。
 

彼
は
ロ
ー
マ
の
都
で
魔
術
を
行
い
、
神
と
崇
め
ら
れ
た
。
 

ま
た
彼
の
像
は
テ
ィ
 
ベ
 リ
ス
河
上
に
建
て
ら
れ
、
 
そ
，
 
」
に
は
ロ
ー
マ
の
舌
ロ
世
世
 

本
で
 

が
 他
の
国
の
者
ま
で
が
 
｜
 彼
を
礼
拝
し
、
ま
た
彼
を
第
 

 
 

「
聖
な
る
 
神
、
 シ
モ
ン
 ヘ
 凶
日
 0
 
田
 り
の
 
0
 
 
の
い
口
の
む
」
 

コ
 一
己
。
 

以
上
の
記
事
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
シ
モ
ン
に
関
し
 

の
中
さ
（
㌧
（
 

び
 
（
 
0
 
の
（
 
プ
の
 
0
 
し
と
し
て
認
め
礼
拝
し
た
。
 
当
 

と
 刻
ま
れ
て
い
る
二
コ
 "
 そ
し
て
 殆
 ん
ど
す
べ
て
の
 
サ
 

あ
っ
た
 午
 彼か
ら
生
れ
た
第
一
の
思
考
（
 

コ
、
、
、
、
 

、
 巾
 「
 
ひ
 
（
血
の
 

て
 新
た
な
知
識
を
い
く
 
っ
か
 増
し
加
え
た
と
い
え
る
。
 

時
 彼
に
同
伴
し
て
い
た
 

す
た
 ね
ち
、
シ
モ
ン
は
 

口
 0
 ㍗
）
と
い
わ
れ
た
 

マ
リ
ア
人
が
 
｜
 少
数
だ
 

㈲
サ
マ
リ
ア
の
一
村
 
ギ
ッ
タ
 の
生
れ
で
あ
る
こ
と
、
㈲
 
ロ
ー
マ
の
都
で
魔
術
を
行
い
神
と
崇
め
ら
れ
た
こ
と
、
㈹
 

彼
の
像
が
テ
ィ
 
ベ
 リ
ス
 

河
上
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
、
㈲
「
第
一
の
神
」
と
し
て
 

礼
拝
さ
れ
た
こ
と
、
㈲
ヘ
レ
ネ
ー
と
い
う
婦
人
Ⅱ
「
第
一
 

 
 

こ
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
彼
の
叙
述
の
歴
 

定
性
な
こ
と
ご
と
く
信
頼
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
に
し
て
 

も
 。
彼
が
シ
モ
ン
に
 
つ
 

い
て
な
お
多
く
の
事
柄
を
知
っ
て
い
た
で
あ
ら
う
と
い
 

 
 

た
す
で
に
す
べ
て
の
 
異
 

端
を
反
駁
す
る
論
文
を
自
分
は
書
い
た
と
い
う
彼
自
身
 

の
証
言
か
ら
も
充
分
想
像
し
 
ぅ
 る
こ
と
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
シ
モ
ン
が
「
第
一
の
神
」
と
崇
め
ら
れ
、
 

さ
 ら
に
か
つ
て
遊
女
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
「
第
一
の
思
考
 

」
と
い
わ
れ
る
婦
人
 

を
 彼
が
同
伴
し
た
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
 

か
 。
こ
こ
に
創
造
、
堕
落
、
救
済
の
神
話
が
、
不
完
全
な
 

形
で
は
あ
る
が
示
さ
れ
 

（
二
六
章
一
 

｜
 三
）
の
中
に
シ
モ
ン
に
関
す
る
重
要
な
記
 

録
を
残
し
て
 

い
 
@
 
@
 
る
 
。
Ⅰ
 

G
 
Ⅰ
そ
の
 
概
 異
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
 

二
世
紀
の
弁
証
学
者
中
も
つ
と
も
そ
の
名
の
知
ら
れ
た
 ユ
 ス
テ
イ
 ヌ
ス
 ㊤
由
の
な
戸
口
 

の
 ）
も
ま
た
、
そ
の
著
「
第
一
介
 打
ゆ
め
柵
ハ
 

Ⅰ
 レ
づ
 0
@
0
 

ぬ
 山
斗
）
 

L
 

 
 

紀
 半
 は
 と
し
た
 

F
.
C
.
 

バ
ウ
ル
（
 

い
接
ミ
 ）
を
始
め
と
す
る
 
テ
 ユ
 ー
ビ
ン
ゲ
ン
学
派
の
如
ぎ
は
そ
の
代
表
的
な
否
定
的
見
解
で
 あ
る
が
、
わ
れ
わ
 
磁
  

 

れ
は
「
使
徒
行
伝
」
の
シ
モ
ン
の
記
事
を
歴
史
家
ル
力
の
史
実
 と
見
敵
 す
。
 

(
5
2
 

二
、
ュ
 ス
テ
イ
 ヌ
ス
 
に
お
け
る
シ
モ
ン
 

  



  

  

  

切ま 靱ク   

  

ノーシス主義の 一 形態 

      

て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
「
第
一
の
神
」
 

か
ら
生
れ
た
こ
の
「
第
一
の
思
考
」
と
は
、
こ
の
世
界
 

を
 割
っ
た
諸
力
（
諸
天
 

便
 ）
を
生
ん
だ
「
思
考
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
 

そ
の
「
思
考
」
が
、
か
っ
て
遊
女
で
あ
っ
た
が
「
第
一
の
 

思
考
」
と
し
て
シ
モ
ン
 

Ⅱ
「
第
一
の
神
」
に
同
伴
す
る
と
は
、
そ
こ
に
堕
落
と
 

救
済
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
 
ニ
 ス
テ
ィ
 ヌ
ス
 の
 目
 

に
 映
じ
た
 ギ
ッ
タ
 生
れ
の
シ
モ
ン
と
は
、
あ
る
人
々
 
か
 ら
こ
の
よ
う
に
崇
拝
さ
れ
た
シ
モ
ン
で
あ
り
、
彼
の
事
実
 

目
撃
し
た
も
の
は
、
 
そ
 

の
よ
う
な
シ
モ
ン
を
崇
拝
す
る
人
々
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
 

 
 

モ
 ノ
 と
は
 異
 つ
た
 、
い
 

ね
 ば
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
的
な
創
造
、
堕
落
、
救
済
の
神
話
 

に
 彩
ら
れ
た
シ
モ
ン
な
ら
び
に
そ
の
崇
拝
者
た
ち
を
見
出
 

す
の
で
あ
る
。
 

程
 

（
 
6
 ）
 尚
 、
同
高
五
六
章
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
「
第
一
弁
証
 

ぬ
 
%
 台
下
 で
 
つ
こ
旧
 
し
 」
は
六
八
章
か
ら
成
り
、
ロ
ー
マ
で
一
五
 

0
 年
頃
、
皇
帝
ア
ン
ト
 

耳
 

ヌ
ス
 ・
 ピ
タ
 ス
（
 
ト
巨
 
0
 
ヨ
臣
ヲ
 
㌧
 ぎ
ダ
ト
 
の
㏄
 

@
0
 
Ⅰ
）
に
宛
て
、
書
か
 

れ
た
も
の
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
 

@
 叶
セ
ド
 

・
 
せ
ひ
 
汀
の
 

q
.
 

め
 ぼ
雨
 
～
～
 

ぬ
さ
め
 

ミ
 
「
 Q
 ぬ
 
め
も
 

さ
 
～
 
0
%
 
～
 
ぬ
 

へ
 ぬ
「
 
Q
 む
へ
 
～
 
め
下
音
苛
 

め
き
 
色
ミ
 
も
め
 
汀
，
ト
の
 

㏄
 
N
.
 

望
ト
 

（
 
7
 ）
例
え
ば
、
彼
が
テ
ィ
 

べ
リ
 ス
河
上
の
シ
モ
ン
の
像
を
語
 

つ
て
い
る
の
は
（
周
書
五
六
章
、
イ
レ
ナ
 

エ
 ウ
ス
「
異
端
反
駁
 

論
 」
一
・
二
三
・
一
 

な
 

も
 参
照
）
 
、
 明
ら
か
に
彼
の
誤
解
で
あ
る
と
多
く
の
学
者
に
よ
 

つ
 て
 指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
五
 

セ
 四
年
同
河
の
島
か
ら
発
掘
さ
 

れ
た
恐
ら
く
橡
の
 

土
台
の
断
片
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
 

百
ヨ
 0
 
三
の
㏄
 
コ
 
c
o
 
し
 0
 
。
 つ
 ま
の
 

Q
.
.
.
 

」
 
｜
 こ
れ
は
イ
タ
リ
ア
の
 

サ
 ビ
 ス
ス
 
人
の
神
 ぎ
ヨ
 。
 に
 捧
げ
ら
れ
た
も
 

の
と
い
わ
れ
る
 

｜
と
 刻
ま
れ
て
い
る
事
実
に
基
ず
く
。
併
し
 

舌
 々
は
こ
れ
を
も
つ
 

て
ニ
 ス
テ
ィ
 
ヌ
ス
 の
歴
史
的
誤
謬
と
す
る
よ
 

り
は
、
む
し
ろ
 
ユ
 

ス
テ
ィ
 
メ
 ス
の
時
代
の
シ
モ
ン
の
崇
拝
者
た
ち
が
、
事
実
シ
モ
 

ン
を
 枠
組
 ヨ
 0
 と
同
一
視
し
て
い
た
と
い
う
線
に
従
っ
た
 

見
 解
を
取
り
た
い
 

（
 
オ
 ・
 
ヲ
ケ
 
の
「
 
い
う
 
（
・
 
o
P
 ゑ
ア
 
・
丁
目
 
ト
 ・
一
づ
寸
心
卜
さ
～
 

0
l
 

ミ
オ
ぬ
 
さ
 い
 ㌧
 寮
ミ
ぬ
 
「
 
め
 
、
 4
0
 
㌃
 H
,
 
）
の
の
の
，
 

づ
奏
ゲ
ト
め
 

～
 し
 。
次
に
シ
モ
ン
の
 
ロ
 一
 マ
行
の
記
事
で
 

あ
る
が
、
こ
の
歴
史
性
の
是
非
を
語
る
論
拠
は
、
い
ず
れ
の
 

側
 に
お
い
て
も
薄
弱
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
恐
ら
く
 

ニ
 ス
テ
ィ
 
ヌ
ス
 は
当
時
の
 
シ
 

モ
 ノ
 の
崇
拝
者
た
ち
の
伝
承
を
そ
の
ま
ま
述
べ
て
い
る
も
の
と
 

考
え
ら
れ
る
。
 
尚
 、
 註
 （
 
0
0
 

）
を
参
照
。
 

 
 

 
 

 
 

酉
 ・
 P
 
の
 
の
～
。
・
 

ち
 
・
 
ま
，
 
㌍
 V
 も
・
 
Q
5
 戸
 呂
 ・
の
「
 

ル
コ
 
（
・
 
O
D
.
n
@
 

（
：
 
せ
 ト
の
 
Ⅱ
ハ
ト
Ⅱ
 

り
 
・
）
。
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へ こ た に 使 諸 8 （ セ も も ""  ""  立 早 
  
    

、 をレ モ音お う 。 賢君 
諸 

レもま ナュま 
エ ス 「 
ウテ使 

ニ て モ 彼 の 
ス参ィヌ 徒行 

照ス伝 。 は」 
" の 

彼 シ 

め そ     
シ 同 

モ 一 
ン 人 
が物 
「 で 

便 あ 
徒 る 
打 と     
の し   
そ よ   
で か 

あ ど 
ろ う 

@ ま も の の こか と " 
" ） 
」 」   
の （ 疑 の 

善 策 
い 問 

れ ""  ヒ " 一 を 題 
語 巻 特 に 

つ つ る て い   と 一 一   
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じ
 
Ⅰ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

・Ⅱ ア ト。 7 ザ 干 ． 甲ワ -- ", サ、 

初期グノーシス 主義の 

床 に て を わ 
る よ に 救 れ 
で つ 服 う た   
  

、 わ に た し 

、 ン れ よ が ぎ 

モ わ っ つ こ 

ン れ て て の 

、 は で ま せ 
へ こ は た に 

レ こ な 、 さ 

ネ に く 入 込 
l ニ 、 問 う 

に 世 神 の の 
つ 紀 の こ は 
い の 恵 の   
て グ み 世 彼 
も / に の ら 

刃テ @  よ 絆 の 
た シ つ な 妬 
な ス て か み 
傲 主 、 ろ は 

述 議 す の ょ 

ほ の な 解 る 
由 基 わ 放 も 

含 識 ち Ⅱ の 

であ う 。 をな この 救済 

り、 「至高 つ す旋律 至高の も、諸 
天使に の力」、ともい いに 至 神とそ 

「 ぅ の よ 高 
万 べ 「 つ め 

上 ぎ ェ て 神 
の も ン 設 は 
父 の / げ こ 

」 を べ ろ の 

な兄 る 出 ァれせ 」たに 
シ す を こ 降 
モ こ 知 の つ 

ン と る 世 て 
は か 信 の 彼 

、 田 仲 捉 女 

逼 5 ぴ 5) 

     
 

一 形態 

（
世
界
）
の
創
造
は
「
石
上
の
父
」
な
る
神
に
よ
る
の
で
 は
な
く
、
よ
り
低
位
の
諸
天
使
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
。
 そ
し
て
彼
ら
は
そ
の
も
 

ろ
 も
ろ
の
 碇
 て
の
下
に
人
間
を
隷
属
さ
せ
よ
う
と
欲
す
 

 
 

円
 つ
ま
り
彼
女
が
「
 失
 

'" ヴ "; 。 "" て   ' 甲 ' 。 '"." 井 " 朋肝 

と と   
堕 た 考 レ は レ 

落 " 破え も ら ナ エ れ " % ） ネ l 
救 の れ ゥ 彼 の 
済教 る ス ら 像 
の 説 が は か を 

神 を 、 似 ら も   
雨 す の よ の 、 た 
穿 こ 残 う 知、 。 
ほ と 存 に 識、 そ 

、 が す シ （ し   
ら 

  
層 すも モ 

か   を 

ンく   モ、 

  " 二 @" マ 

派、 
  
の円 

日 。   コド 

世 創 開 も 曲 ）   

ヰ笘 

 
 

 
 

も
の
に
親
し
ん
で
い
た
。
彼
ら
は
ま
た
、
夫
々
 ョ
 ウ
ィ
 
ス
ハ
Ⅰ
。
 ま
い
 Ⅱ
り
口
 づ
 出
額
Ⅰ
）
 
と
 -
 
く
 ・
小
ル
 十
 
ノ
 ア
 
（
冨
山
ロ
 の
 Ⅱ
せ
の
）
 の
姿
に
象
っ
た
シ
モ
ン
 

卸辞 " 卍，まぃ " 円む <,?'" ピ "'"' で 甘す ' 雙 

 
 

（
 
二
 
l
 
Ⅰ
 
Ⅰ
）
 

ね
 、
苦
し
み
を
受
け
な
か
つ
た
が
ユ
ダ
ヤ
に
お
い
て
 苦
 し
み
を
受
け
た
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
シ
モ
ン
 と
 へ
 ン
 不
 ー
と
に
望
み
（
の
 で
 
の
の
）
 

を
 抱
く
も
の
は
し
た
が
っ
て
、
も
は
や
諸
天
使
を
認
め
 ず
 、
自
由
な
も
の
と
し
て
欲
す
る
ま
ま
に
振
舞
う
こ
と
が
 出
来
る
。
何
故
な
ら
、
 

人
間
の
救
い
は
彼
の
恵
み
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
正
し
い
 働
き
 ヒ
こ
 

V
 
@
 
 

よ
る
の
で
主
な
、
か
ら
で
あ
る
。
 

し
 

（
 
6
 
）
Ⅰ
シ
モ
ン
は
ま
た
 

、
 彼
に
あ
る
人
々
は
 世
 

 
 

界
 を
割
っ
た
も
の
ど
も
の
支
配
か
ら
自
由
に
な
る
と
 語
 つ
て
い
る
八
一
言
。
シ
モ
ン
の
崇
拝
者
た
ち
は
ま
た
、
 

魔
 よ
げ
 
（
の
 
氷
 o
n
n
w
 

の
 日
 目
の
）
 

や
 呪
文
（
山
口
 

c
a
 

口
 寸
 ヰ
 0
 ）
を
用
い
、
ま
た
彼
ら
は
い
つ
も
 
媚
び
 薬
 
（
が
夷
曲
 
汀
笘
が
 ）
や
使
い
 

、
 、
、
 
魔
 
（
 
巾
 a
r
 

の
Ⅰ
 

ふ
 ）
な
ど
の
 
如
 き
 何
か
不
可
思
議
な
 

 
 



    
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

"
"
"
"
"
 
㌧
 

"
 

 
 

 
 

 
 

 
 

"
 
一
 
"
 

            
 
 

 
 

ま
た
自
ら
を
 子
 、
父
、
聖
霊
と
し
て
語
っ
て
い
お
。
 （
 
0
 ）
 ま
 た

 彼
は
、
人
間
で
は
な
か
っ
た
が
人
間
と
し
て
現
わ
れ
、
 苦
し
み
を
 受
 げ
な
か
っ
 

た
が
 ユ
ダ
ヤ
に
お
い
て
苦
し
み
を
受
け
た
も
の
と
し
て
 一
 
小
さ
れ
る
。
（
 

l
 
2
 
 

）
 わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
承
 の

 借
用
を
明
ら
か
に
 見
 

出
す
の
で
あ
る
が
、
彼
は
こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
の
 洗
礼
式
文
や
イ
エ
ス
の
伝
承
を
彼
ら
自
身
の
教
説
の
枠
内
 に
 組
み
入
れ
、
調
整
 す
 

る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 シ
モ
ン
を
イ
ェ
ス
 
と
 同
列
に
、
 
お
 る
い
は
 父
 な
る
神
と
し
て
、
少
く
と
も
彼
ら
に
と
っ
て
は
 イ
エ
ス
以
上
の
存
在
 た
 

ら
し
め
よ
 
う
 と
し
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ヘ
レ
ネ
 ｜
 に
つ
い
て
も
ま
た
、
彼
の
 
一
 
1
 心
 1
 
一
の
「
第
一
の
想
い
 
」
で
あ
り
「
す
べ
て
の
 

画
 し
で
あ
る
彼
女
が
、
如
何
に
し
て
堕
落
し
、
「
失
わ
 れ
た
 羊
 」
と
し
て
地
上
を
さ
迷
う
か
が
語
ら
れ
て
い
る
。
 さ
ら
に
彼
女
は
 フ
ヱ
二
 

キ
ア
 の
 テ
ュ
 ル
ス
の
出
で
あ
り
、
ま
た
シ
モ
ン
が
 ユ
ピ
一
 
ア
ル
 
（
ゼ
ウ
ス
）
で
あ
る
の
に
応
じ
て
彼
女
は
 

ミ
不
 ル
ウ
 
ァ
 （
ア
テ
ネ
り
と
し
て
 

崇
め
ら
れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
 当

時
の
有
力
な
神
話
や
伝
説
を
、
さ
ら
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
 の
 伝
承
を
さ
え
暗
示
す
 

る
 シ
モ
ン
派
の
神
話
的
表
出
を
見
出
す
で
あ
ろ
 刃
 
。
（
 

2
 ）
 

註
 

（
 
皿
 ）
彼
の
「
異
端
反
駁
論
（
 
卜
 Q
e
 
ぬ
マ
め
滝
八
 
0
 ま
き
な
 
V
 
由
ぬ
 め
 
Ⅰ
 
ぬ
の
 
め
 
め
 
）
」
は
全
五
巻
か
ら
成
り
、
殊
に
第
一
巻
は
グ
ノ
 
l
 シ
ス
 主
義
諸
派
を
か
な
り
 詳
 

細
 に
紹
介
し
て
い
る
。
 尚
 、
こ
の
箇
所
（
第
一
巻
二
三
章
一
 ｜
 四
）
は
ラ
テ
ン
語
で
現
存
。
テ
キ
ス
ト
 4
 名
・
 
目
む
 
桶
の
（
、
 

o
P
 ゑ
 円
 
・
 
-
 の
 
・
㏄
 
1
 い
 

宜
 ）
彼
は
こ
こ
に
（
一
・
二
三
，
一
）
 、
 ル
力
の
 言
 と
し
て
 「
使
徒
行
伝
」
の
 ハ
 ・
 九｜
 一
一
並
び
に
 二
 0
1
 二
 一
、
二
三
 を
 引
用
し
て
い
る
。
 但
 

し
 、
そ
れ
に
続
い
て
、
彼
は
シ
モ
ン
が
な
お
も
（
キ
リ
ス
ト
教
 の
 ）
神
を
信
ぜ
ず
に
使
徒
と
争
い
を
続
け
た
と
述
べ
て
い
る
点
 
は
 勿
論
「
使
徒
行
 

伝
 」
に
は
な
い
。
こ
れ
ら
シ
モ
ン
と
使
徒
（
ペ
テ
ロ
）
と
の
 論
 争
の
類
い
は
、
例
え
ば
「
ペ
テ
ロ
行
住
（
 ト
巨
浅
下
ぬ
 ～
「
～
・
 

n
 は
 ま
 鈍
ま
 宝
 8
 」
 や
 

「
 
偽
 ク
レ
メ
ン
ス
文
書
」
（
後
述
）
な
ど
に
見
出
さ
れ
る
。
 

（
は
）
…
 &
o
n
 

田
 （
 ほ
ヨ
痒
ぢ
紐
ヨ
 0
%
e
.
 
の
 
三
ぎ
苗
ぺ
 
三
口
 簿
 
0
 。
の
 
曲
由
 
-
 
Ⅰ
 
0
 ヨ
由
 偉
い
ま
 
め
目
仁
 

の
の
ち
せ
笛
Ⅱ
Ⅰ
 

り
 
Ⅱ
 
目
 -
 ヨ
 ㏄
 
ド
ヨ
ぃ
コ
 
P
 曲
廷
キ
 

0
 日
 4
 目
い
の
 

-
 づ
ハ
 
ヰ
め
へ
 

年
 
0
 の
 
0
 の
コ
 
%
e
 
Ⅱ
 
岸
 "
-
 
コ
 Ⅱ
の
二
戸
 

由
 
あ
せ
り
Ⅰ
 
0
 ㏄
 
0
 二
 
%
 す
 
二
の
由
目
り
組
の
で
 

目
 -
 田
口
 
の
 ㏄
 
い
コ
 
0
 円
仁
の
り
 

印
づ
 
0
 目
叶
い
せ
の
Ⅰ
 

-
 
（
 

（
は
）
 臼ヨ
 0
 コ
 a
u
 
汀
ヨ
 の
ぃ
 
ヨ
ぃ
 （
 
@
 
（
 
か
コ
け
 

の
・
の
 

メ
由
由
 
o
E
 田
 4
0
%
 
の
 
0
%
 り
り
 
Ⅱ
 
e
 の
の
の
の
 

宙
 サ
の
 
圧
ざ
の
 

Ⅰ
口
目
 

且
 

（
 
M
 ）
ル
力
に
よ
る
福
音
書
、
一
五
・
六
参
照
。
 

（
 
騰
 ）
石
田
 
ユ
ぎ
甘
 0
 ヨ
ぎ
子
岸
 
の
す
 

0
2
0
p
 

づ
で
り
は
へ
 

の
（
 
ぎ
お
 -
c
 
ヒ
日
 コ
 。
 
臣
 0
 の
の
の
 

由
は
 。
 
5
0
-
e
 

円
で
 

ゅ
 
の
 
空
ヨ
ぃ
 Ⅰ
 ヰ
 
0
 ヨ
 -
 
臣
 Ⅰ
 
年
宙
 
い
 
0
 ハ
 Ⅰ
岸
田
 

い
 
ヰ
二
ヨ
・
 

ぃ
自
ヨ
 

コ
 
0
 コ
の
 ㏄
の
 

0
 円
 づ
ハ
 
の
の
年
の
 

(56) 56 ， 
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（
㎎
）
の
の
 

c
u
 

コ
倖
ョ
ヨ
 の
三
ヨ
 ぢ
 の
ぎ
の
め
 
ト
 三
田
 ヨ
紐
丁
ぃ
ふ
オ
 0
 ヨ
 -
 
コ
 の
の
 
-
 の
り
 
ネ
コ
 。
 コ
 の
の
。
Ⅰ
コ
年
年
日
っ
つ
り
叫
い
の
 

-
 
偉
の
叶
い
の
・
 

尚
 「
 ヱ
ベ
 ソ
 人
へ
の
手
紙
、
 
ニ
 ・
 

人
参
照
。
 

（
 M
 ）
こ
こ
で
は
一
応
「
シ
モ
 
ソ
 派
」
と
訳
出
し
た
が
、
後
の
 。
ク
ノ
ー
シ
ス
主
義
者
諸
派
（
例
え
ば
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
 

ヌ
ス
 な
ど
 ）
の
よ
う
な
セ
ク
ト
で
 

は
な
い
で
あ
ら
う
。
 

（
 B
 ）
テ
モ
テ
へ
の
第
一
の
手
紙
、
六
・
二
 
0
 参
照
。
 

（
 
鳴
 ）
こ
こ
に
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
、
律
法
に
対
す
る
敵
意
が
反
 
映
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
 0
 二
世
紀
以
後
の
 
グ
ノ
 ｜
 シ
ス
主
義
者
の
中
に
 

は
、
ニ
タ
ヤ
 
教
の
神
、
律
法
に
対
し
て
露
骨
に
敵
意
を
示
す
も
 の
が
多
い
。
 

（
⑳
）
「
 
父
 ・
 テ
 
・
聖
霊
」
と
い
う
表
現
は
古
い
（
一
世
紀
末
 ?
 ）
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
式
 文
 に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
（
 ヰ
 マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
 

書
 、
二
八
・
一
九
）
。
 
R
.
M
.
 

グ
ラ
ン
ト
（
の
さ
 

コ
 （
）
は
 、
シ
 
モ
ソ
 派
の
人
々
が
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
用
語
を
「
 子
 、
父
、
聖
 霊
 」
の
順
に
換
え
 

た
の
は
ま
ず
子
た
る
イ
ェ
ス
が
 釆
 、
次
に
父
な
る
シ
モ
ン
が
 来
 、
今
や
シ
モ
ン
は
 見
 ゆ
る
人
々
に
聖
霊
と
し
て
現
在
す
る
と
い
 う
 彼
ら
自
身
の
救
 

清
史
に
基
ず
く
も
の
で
あ
る
と
舌
口
つ
て
い
る
の
は
当
を
得
た
見
 

解
 と
思
わ
れ
る
（
 カ
 ・
 
呂
 ・
の
母
 巨
 ・
 0
 ロ
 
ユ
 Ⅰ
 ，
 P
 ㏄
 ご
 。
し
か
 も
 子
た
る
 イ
ヱ
ス
 

は
、
シ
モ
二
 派
に
と
っ
て
は
、
シ
モ
ン
の
変
貌
に
過
ぎ
な
か
つ
 た
で
あ
ろ
う
。
 

（
 
れ
 ）
こ
こ
で
、
彼
と
い
う
の
は
誰
な
の
か
、
テ
キ
ス
ト
の
上
 

べ
 ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
ユ
ダ
ヤ
で
受
難
し
た
の
は
 
明
ら
か
に
 
イ
 ニ
ス
で
あ
 

り
 、
こ
こ
の
叙
述
も
キ
リ
ス
ト
教
の
（
異
端
的
）
伝
承
に
由
来
 す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
併
し
 、
 シ
モ
ン
派
に
と
っ
て
単
に
 イ
エ
ス
を
意
味
す
 

る
の
で
は
な
く
、
前
述
の
シ
モ
ン
Ⅱ
 子
 ・
 ズ
 ・
聖
霊
の
関
連
に
 
お
い
て
、
そ
れ
は
 
々
ヱ
ス
 
の
婁
を
と
っ
た
シ
モ
ン
が
意
味
さ
れ
 て
い
る
と
考
え
る
 

（
 羽
 ）
シ
モ
ン
ー
シ
モ
ン
派
の
時
代
に
ど
の
よ
う
な
神
話
や
伝
 
承
 が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
困
難
な
、
し
か
し
 興
味
あ
る
研
究
と
思
わ
 

れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
彼
ら
の
 教
説
 が
次
第
に
そ
の
あ
る
も
の
 を
 包
含
し
て
い
つ
た
と
い
う
事
実
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
る
。
 た
 だ
 、
か
な
り
古
い
 

神
話
（
ス
メ
ル
人
の
Ⅰ
 屈
 ミ
ラ
の
神
話
の
如
 
き
 ）
も
彼
ら
の
 時
代
に
流
布
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
 

又
 当
時
、
神
々
の
浸
漬
 、
同
化
は
一
般
的
 

で
あ
り
、
殊
に
諸
神
の
同
化
に
対
し
て
も
つ
と
も
中
心
的
存
在
 で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
女
神
イ
シ
ス
（
ロ
ム
の
）
は
、
ア
ス
タ
ル
 

-
 
ア
 
（
坤
の
（
 

p
q
 

（
 
卸
 ）
 、
 

ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
（
 下
 Ⅰ
 す
 Ⅱ
 0
 臼
繍
 ）
、
ペ
ル
セ
 ブ
ォ
不
 Ⅱ
コ
 ン
 
（
勺
の
 

お
の
で
す
 
0
 コ
囹
 
Ⅱ
 木
 o
 （
 
e
 ）
、
ア
テ
ネ
（
 巨
 （
 
プ
囹
コ
 
㎝
）
 
、
月
 
（
Ⅰ
 
け
コ
ぃ
 
）
 な
ど
の
神
々
や
大
 

体
 と
同
一
視
さ
れ
た
こ
と
、
 

又
 イ
シ
ス
は
か
つ
て
 
テ
ュ
ル
ス
 
（
 ソ
 ロ
）
の
遊
女
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
は
充
分
考
慮
に
 価
 

  

教
 ・
の
伝
承
に
お
い
て
も
、
神
と
イ
ス
ラ
エ
ル
、
ホ
セ
ア
と
そ
の
 

生
舌
メ
ル
（
遊
女
 簗
 ・
）
な
ど
と
の
類
比
が
 
へ
 レ
 ネ
 @
 
（
 エ
ン
ノ
 ノ
 ア
）
 ｜
 遊
女
の
 

 
  

 

背
景
に
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
 

力
 ・
 
旨
 ・
の
 

q
p
 

口
戸
 0
 丁
 
住
 ブ
 -
 や
べ
デ
 の
の
・
参
照
。
 

 
 

  



  
わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
「
ク
レ
メ
ン
ス
の
訓
話
」
の
中
に
 
、
今
迄
に
見
ら
れ
ぬ
い
く
つ
か
の
シ
モ
ン
の
動
向
を
見
 
出
し
 ぅ
 る
よ
う
 て
あ
 

る
 。
殊
に
 ゲ
リ
 ジ
ム
 山
と
 シ
モ
ン
 、
 ド
シ
テ
 ウ
ス
と
シ
 
モ
 ノ
 の
関
係
は
、
初
期
の
シ
モ
ン
を
理
解
す
る
上
に
一
つ
 の
手
掛
り
を
与
え
な
い
 

て
 あ
ろ
う
か
。
す
な
 ね
 ち
、
 彼
 シ
モ
ン
が
エ
ル
サ
レ
ム
 （
 
幸
 シ
オ
ン
 山
 ）
を
拒
み
 ゲ
リ
 シ
ム
山
を
え
ら
ん
だ
こ
と
 は
、
破
 か
エ
ル
サ
レ
ム
 

上
記
の
 

ユ
 
ス
テ
ィ
 

ヌ
ス
 

、
イ
レ
ナ
 

ヱ
 
ウ
子
な
ど
、
い
わ
 

ゆ
る
教
父
の
文
書
の
他
に
も
シ
モ
ン
を
伝
え
る
文
書
は
少
 

 
 

甘
 
"
  

 

 
 

 
 

の
中
の
一
つ
で
あ
る
「
ク
レ
メ
ン
ス
の
訓
話
（
 

目
 
0
 
目
安
 

沖
 
⑰
 
二
 
（
二
章
二
 

三
 
ー
二
五
）
か
ら
シ
モ
ン
像
を
略
述
す
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 
卜
 
8
 
ロ
 
ビ
 
③
 
、
母
よ
う
ケ
ル
 

（
 
オ
お
 

オ
色
）
と
い
い
、
 

サ
 
マ
リ
ア
か
ら
約
五
 

0
 
キ
ロ
 

程
 
離
れ
 

伐
 
っ
て
 

ゲ
リ
 

ジ
ム
山
を
え
ら
ん
だ
二
一
一
己
。
主
な
る
 

イ
エ
ス
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
は
 

、
 
主
が
 

太
陽
の
月
数
に
応
じ
て
 

（
 
5
 
2
 
）
 

お
っ
た
。
中
で
も
シ
モ
ン
は
、
ヨ
ハ
ネ
か
ら
そ
の
第
一
人
 

者
 
と
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
 

ョ
 
ハ
不
の
死
後
彼
の
後
継
 

者
 
と
は
な
ら
な
か
つ
た
 

 
 

 
 

 
 

（
舵
も
牙
山
 

燵
 
）
で
あ
り
、
シ
モ
ン
は
彼
女
を
い
と
高
 

き
 
大
よ
 

り
こ
の
世
に
引
 

き
 
下
し
た
の
だ
と
語
っ
て
 

い
 
*
 
八
一
（
 

6
 
2
 
 

に
 
）
 
一
五
 

"
u
 

』
 

 
 四 、「 億

 ク
レ
メ
ン
ス
丈
吉
」
に
お
け
る
シ
モ
ン
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 廿

 
Ⅰ
ノ
 
ブ
 

 
 

（ れ （ 2 ） ） 6 （ @ ） 宛牲   

か 辞源工 も 

㌧Ⅹ   
  

  
てと宝 ら   セ ー えレ よ 。 、 関係も 一 いので 

併前二 （   シ ド とに はも 甲 ） 、 ） 2 7 
テ 異見 正 秀 パ ぺ の れ 

59@ (59) 

      オ下 、 ，， T Ⅲ シクせ亡よボ   ・ 舟 内示Ⅱ 卍 

れ
る
の
で
あ
る
。
 

を
 中
心
と
し
た
い
わ
ゆ
る
正
統
的
ユ
ダ
ヤ
教
よ
り
も
、
 

む
 し
ろ
そ
れ
と
対
立
的
な
サ
マ
リ
ア
を
中
心
と
す
る
 

ユ
 ダ
 ヤ
 教
に
、
さ
ら
に
は
 
サ
 

マ
リ
ア
の
他
の
宗
教
に
深
い
関
係
の
あ
っ
た
こ
と
を
 

噴
 下
 す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
ド
シ
テ
 

タ
 ス
 や
 洗
礼
 者
 ヨ
ハ
ネ
と
の
関
係
が
 

は
 上
の
如
ぎ
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
 

シ
 モ
ン
像
は
よ
り
豊
か
な
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
 

、
ヨ
ハ
ネ
 や
 ド
シ
テ
 ウ
 

ス
 と
の
関
聯
に
お
い
て
、
も
つ
と
も
早
い
頃
の
シ
モ
ン
は
 

ユ
ダ
ヤ
教
徒
あ
る
い
は
サ
マ
リ
ア
の
異
端
的
ユ
ダ
ヤ
教
 

徒
 で
あ
っ
た
か
も
知
れ
 

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

（
 
7
 
2
 
 

O
 
）
 ヘ
レ
ネ
ー
も
ま
た
、
事
実
 
ナ
 」
 
ぅ
 し
た
集
団
の
一
員
と
し
て
、
非
常
に
す
ぐ
れ
た
女
性
 

で
あ
っ
た
と
も
考
え
 
ろ
 

 
 
 
  

 

 
 

。 ・ 田卍 

  



 
 

一
 
"
"
"
 

       
 

 
 

      
 
 

        
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

い
か
な
る
も
の
か
、
一
律
に
論
じ
ら
れ
な
い
こ
と
は
い
 う
 ま
で
も
な
い
。
シ
モ
ン
と
シ
モ
ン
派
と
は
多
く
の
場
合
 混
合
し
て
現
わ
れ
て
 来
 

っ
 て
シ
モ
ン
 
l
 シ
モ
ン
派
の
教
 説
 と
活
動
を
見
て
 
来
 た
の
 で
あ
る
が
、
そ
の
多
様
性
は
実
に
こ
れ
ら
の
 

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
は
何
故
に
こ
の
 ょ
う
 な
多
様
な
 叙
述
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
 

さ
て
、
上
記
の
四
資
料
は
い
ず
れ
も
 1
 も
っ
と
も
古
 い
 
「
使
徒
行
伝
」
で
さ
え
も
お
そ
ら
く
 

｜
シ
モ
 

い
こ
と
を
知
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
両
者
を
仲
介
す
る
 何
も
の
か
を
こ
こ
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
 

 
 

も
つ
と
も
有
力
な
仲
介
者
と
し
て
、
シ
モ
ン
の
崇
拝
者
 す
な
わ
ち
シ
モ
ン
派
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
 資

料
が
語
る
如
く
で
あ
っ
た
と
い
 

多
様
性
へ
の
理
解
は
同
時
に
そ
の
 

ン
 に
関
す
る
直
接
的
な
記
述
で
な
 

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
そ
の
 

が
 出
来
 る
 。
シ
モ
ン
派
の
教
 説
が
 

わ 一 
れ   （ @ り Ⅰ す   
わ シ 一 が 語 シや の が が 教 
れ モ 三神 らテ 緯 如何人国 ド 
は ン Ⅹ 性れウ 蕊 ぎ とぎ と シ 

第 i 
@  " ン 

部モ に ン 第   
お 派 
い の 一   につ V 物 八ひ もので その文 記 の上 - でこの させて につい それは のであ 

四 性 、て、 もり，脈からあり、の如 ial き 後者の 、モ ー 、彼 て 「分派 力 る 、 @ レ   
賢 一 M ・ 卜り 良 ・ もⅠ シモン して、 活動に 問題で セ の l グラン の分派 ユダヤ 

粘 性 
  
使 「 @ 
i 走   こ 舌、 れ れ と ト 

メ一 7 丁   
イ 一 ヱ と 来永 解 祢の最に て見 
」 

しす遠釈 てるなとが 甘煮 味押 高 ふり さ ア 解 は 

「祐未 

- % 五 記 も考バは の わ的示 
  ら 述の え う 解 如 し な 唆 

ガ " @ - 目 - 正 れと て 考 を 赤れ らン釈きか トす もよ 観に 念富 
  い え す る の る の う の ん 
  
」 でいる る（ 韻 / し -@@0 ための 本 が 、 いうよ （ ニ オ ・ ・ を意味 だと彼 結合の 

異 「 
端   
反 
駁     
」 

「 
ク   
  e ト ラ 詰 る Ⅰ むつは ド 

  。 スか 」もこして サシ 

@ ノ 

ス 

  
  
話   
」 ） は こ に 確 こ ・ い の は 

y Ⅰ 目 （のおかミ温うの 穴 祢 いに 曲 一体形 尻 海 
よ ・ 号て ドさ ） 号笘 の 

(60) 6ft 
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のン題以 、 ン のが上のる もす 存、 在シ そマシ のり そ なの と 憶     

に モ 開 

資 で そ の ロ 

。 地 史 ウ ぎ と モ に の 

で や が と り ぅ の つ ぅ 

も 年 5 0 ポ サ 実 て に 

  ン そ に レ し 生 の 識 釆   
、 ン ン   
め 1 (61) 

  
ば て す 力 て 
内 で な を お 
的 あ わ は り 

理 由た っち " じ めま " 
に と 彼 そ た 
も 者 ら の シ 
基 え の 後 モ 
ず ら 叙 の ン 
く れ 述 著 派 
で る は 者 自 
あ 。 そ が 身 

シモン が 、その らぅ 上記の の多く 

    

  
で 記 主 え 
あ 述 セ こ ろ し   
  

 
 

 
   



B
t
'
3
@
'
@
@
 

                    " 竹中ⅠⅠ                               ， ";""""-""   

よ
さ
に
各
著
者
が
直
面
す
る
そ
の
時
代
、
そ
の
地
域
の
 シ
モ
ン
派
を
異
端
と
し
て
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
 、
い
 わ
ば
反
駁
の
書
で
あ
 っ
 

た
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

註
 （
 
恭
 ）
 
又
 、
サ
マ
リ
ア
で
の
 ぺ
 テ
ロ
と
の
論
争
の
記
事
も
史
 実
 と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
 0
 シ
モ
ン
の
 
甘
 @
 マ
行
 は
 シ
モ
ン
派
に
由
来
す
る
 

 
 

伝
説
で
あ
ろ
う
か
。
後
の
 ヒ
ッ
 ポ
リ
 
ュ
 ト
ス
に
お
け
る
ロ
ー
マ
 で
の
 シ
モ
ン
 と
ぺ
 テ
ロ
の
論
争
の
記
事
（
五
・
二
 0
 ）
は
 、
以
 
上
 の
諸
伝
承
か
ら
 

0
 所
産
か
も
知
れ
な
い
 0
 ト
 ・
 ヰ
 ・
 由
り
 「
 コ
ぃ
 
。
 オ
 ・
 0
 で
・
 住
ア
 -
 ワ
 ㏄
Ⅰ
 参
照
。
 

（
 鴉
 ）
ロ
ー
マ
の
シ
モ
ン
派
を
遅
く
も
二
世
紀
中
葉
と
考
え
る
 
根
拠
は
 、
ユ
 
ス
テ
ィ
 ヌ
ス
空
 記
事
が
す
で
に
口
一
 で
の
 シ
モ
ン
 
派
を
反
映
し
て
い
る
と
 

考
え
得
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
 H
.
 

ヴ
ァ
イ
 

ソ
 
（
 毛
ぎ
鯨
 ）
 の
 如
く
 、
ユ
 
ス
テ
ィ
 ヌ
 ス
ー
シ
リ
ア
の
影
響
と
考
え
れ
ば
、
 

ロ
 l
 
マ
の
 シ
モ
ン
派
は
 

よ
り
後
代
に
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
（
 由
片
こ
 
毛
巴
守
 ・
 臼
ヨ
呂
 
ヨ
ハ
内
臣
の
八
づ
 
き
 
ミ
夫
 き
 
㏄
 寒
 Ⅰ
も
 l
 曲
 ぬ
 「
 ぬ
碇
 
芭
ミ
 も
や
 
ミ
 ・
 0
 
玉
 

                                                                                                                                      。       " 。 呵 "             

い サこ 

大 " は とた とそ シた と は " るびと 。 かはで く対     
  

想、 ン わ 語 新発 
像 なれる た 展 

、 ょ ず え 
て 、 ン 生 に シ ラ い る 

究時 

  
、 説す で わ て の 思 い す た さ 

こ の る あ れ お 問 わ く る ぃ ⑰ れ 
の 拡 こ つ ほ つ に れ た こ 。 ） る 

ポ牡ァモ ・ l : な :   
    
    
    
  
  

  

  

  

  

(62) 

  
6% 

  
 
 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
 

 
 

 
 

    

  

 
 

あ
る
い
は
シ
モ
ン
派
の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
化
の
 

一
 
契
機
 と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
 

Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
 

モ
 
 
 

 
 
 
 

-
@
T
 

 
 

初
も
 、
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
著
し
く
強
化
 
さ
れ
た
と
い
え
 
ぬ
 で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
 
シ
モ
 ノ
 ある
い
は
シ
モ
ン
派
が
か
か
る
風
潮
の
㏄
 

期
ル
 一
見
奇
異
な
感
じ
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
 

し
 か
し
概
し
て
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
風
潮
は
、
そ
の
起
源
 

ほ
 よ
り
古
い
も
の
で
あ
っ
て
㏄
 

                                          ‥・ 岱 ， $, 起や Ⅰ 鱗， ， T 授 " 唾     Ⅰ た，ナギザヨみ ，、 キ何坤 ， て ￥ " や盟   " 雙卍 : 榊が * <Rf55% 甲 遼 

ス 主義の 一 形態 1 中に見 殿 崩 （ の 間に対 、い ら モ シ 3 ） ヘ 03   
壊 し わ ら ン シ シスで モり底た般 0 シ カ 
が て ゆ れ の モ 註モテぁ ン と に の的年を シ 内 

で 答 / 

    
お ら か 
そ な シ   

ィ視 な場 ま 、 ダ / い ス た     
はい 着そシ 住ス 更のわ 

と ね l 
自た色 れ そニ 主に一れ 

    
そ ンとそ こ l 伝いと 」 うこ サい マランテ モス 

  のは " のがころり各派 ま語 とで ア はの ヌ ィ   の 

っ 落 。 そ 叙 
た l こ れ 述   
か 神 の な の 際ュ い シ な の 得 一 四 モ 



古 r, キ "-@-"@. 日 -%  @ Ⅱ 甘 @         

中
に
自
ら
の
活
路
を
見
出
し
、
そ
こ
に
独
自
な
 グ
ノ
｜
 
ン
ス
主
義
的
 教
 説
を
展
開
し
て
い
つ
た
も
の
と
考
え
た
い
（
 2
3
 

 
 

で
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
し
て
の
彼
ら
の
 教
説
 の
 特
 色
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
 う
か
 。
ま
ず
彼
ら
の
い
 ぅ
 神
は
何
も
の
で
あ
 

つ
 た
か
。
 ヰ
リ
 
で
に
 ユ
 ス
テ
ィ
ヌ
ス
 
や
イ
 レ
ナ
 エ
ウ
ス
 の
 圧
 叩
る
 如
く
 、
 シ
モ
ン
派
が
シ
モ
ン
を
神
と
認
め
て
い
た
こ
 と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
 

こ
の
世
を
創
っ
た
神
で
は
な
い
そ
れ
以
上
の
「
第
一
の
神
 」
と
し
て
、
シ
モ
ン
は
彼
ら
か
ら
崇
め
ら
れ
た
。
で
は
 
シ
モ
ン
自
身
に
こ
の
よ
 

う
 な
神
の
自
覚
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
シ
モ
ン
が
神
を
 自
称
し
た
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
資
料
の
中
に
も
見
出
す
 @
 
」
と
が
出
来
た
。
し
か
し
 

こ
れ
を
も
っ
て
シ
モ
ン
自
身
の
教
 説
 と
速
断
す
る
わ
 
け
 に
は
い
か
な
い
。
シ
モ
ン
が
、
「
使
徒
行
伝
」
も
示
す
 ょ
 5
 に
 、
 人
よ
り
す
ぐ
れ
 

た
 何
か
偉
い
者
と
思
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
 さ
 れ
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
後
に
メ
シ
ア
と
し
て
の
 自
 覚
を
持
っ
に
至
っ
た
か
 

（
 
3
 
q
3
 

）
 

も
 知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
的
自
覚
の
範
 濤
に
 お
い
て
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
シ
モ
ン
を
 神
と
す
る
の
は
彼
自
身
 

の
 自
覚
、
主
張
で
は
な
く
、
シ
モ
ン
派
の
要
求
で
は
な
 か
つ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
シ
モ
ン
を
神
と
 す
る
こ
と
は
、
た
と
え
 

シ
モ
ン
派
の
要
求
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
注
目
す
べ
 き
特
 質
と
い
 
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
 特
定
の
歴
史
的
人
物
 シ
 

モ
 ノ
 を
神
と
す
る
 教
説
は
、
 
他
の
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
教
 理
の
中
に
は
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
 は
こ
こ
に
シ
モ
ン
派
の
 

教
説
と
 
キ
リ
ス
ト
教
と
の
他
に
は
見
ら
れ
ぬ
特
異
な
関
 係
を
見
出
す
。
す
な
 ね
 ち
、
シ
モ
ン
派
に
と
っ
て
 、
シ
 モ
 ノ
 は
イ
エ
ス
 
と
 同
一
 

視
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
存
在
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
 ソ
 モ
 ノ
 は
子
で
あ
り
、
父
で
あ
り
、
聖
姫
で
も
あ
る
 至
 高
の
神
で
あ
る
。
ま
た
 

シ
モ
ン
が
こ
の
世
に
や
り
て
 来
 た
の
は
、
失
わ
れ
た
 羊
 の
た
め
で
あ
り
、
万
物
を
更
新
さ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
 

人
 間
 を
こ
の
世
の
天
使
た
 

ち
の
も
ろ
も
ろ
の
 捉
 て
か
ら
解
放
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
 

そ
し
て
ま
た
こ
の
救
い
は
、
シ
モ
ン
 と
へ
 レ
ネ
ー
を
 信
 ず
る
恵
み
か
ら
生
ず
る
 

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
人
間
の
正
し
い
業
に
 よ
 る
も
の
で
は
 
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
の
 教
説
 が
い
か
に
キ
リ
ス
ト
教
 

に
 負
 う
所
 大
な
る
か
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
 も
そ
れ
は
、
自
己
の
教
説
の
強
化
を
は
か
る
た
め
の
 単
な
 る
 借
用
で
あ
っ
た
と
は
 

い
え
な
い
。
そ
れ
は
イ
エ
ス
を
シ
モ
ン
の
一
変
貌
と
し
て
 そ
の
中
に
包
含
す
る
よ
う
な
、
誠
に
大
胆
な
キ
リ
ス
ト
 教
へ
の
挑
戦
で
あ
っ
た
 

 
 

 
 

た
い
 わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
同
じ
く
新
し
い
 宗
教
で
あ
っ
た
 ィ
 ニ
ス
の
宗
教
に
対
す
る
シ
モ
ン
の
 宗
 教
 の
宣
喜
 口
 で
は
な
か
っ
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，初期グノーシス 主義の 一 形態 

た
ろ
 う
か
 。
ま
た
他
方
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
の
 教
説
が
 多
く
の
神
話
的
哲
学
的
表
出
に
充
た
さ
れ
て
い
る
の
を
 知
 つ
て
い
る
。
例
え
ば
、
 

シ
モ
ン
は
ユ
ピ
テ
ル
や
メ
ン
ス
と
し
て
、
ヘ
レ
 不
｜
は
 ま
た
、
 く
 ネ
ル
 ウ
ァ
、
ェ
ン
ノ
 
イ
ア
、
ト
ロ
イ
ェ
ー
の
 へ
レ
 不
｜
 な
ど
と
し
て
語
ら
 

れ
る
。
何
故
シ
モ
ン
派
は
か
よ
う
な
様
々
な
表
現
を
も
 つ
て
自
己
の
教
説
を
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
 

ュ
 ダ
ャ
 教
を
離
れ
て
異
教
 

ぬ
地
盤
に
新
し
い
宗
教
を
目
指
す
も
の
の
必
然
的
な
道
 程
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
当
時
の
 シ
 リ
ア
や
ロ
ー
マ
に
お
い
 

て
、
 語
ら
れ
、
考
え
ら
れ
、
信
じ
ら
れ
、
親
し
ま
れ
て
 ぃ
 た
 最
良
の
も
の
を
、
自
ら
の
う
ち
に
包
含
 し
 、
そ
れ
ら
を
 再
 解
釈
す
る
こ
と
に
 ょ
 

つ
て
、
か
え
っ
て
そ
れ
ら
を
超
え
る
と
こ
ろ
の
よ
り
包
括
 的
な
 普
辺
的
 宗
教
を
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
信
じ
 た
に
ち
が
い
な
い
。
 

最
後
に
 、
 シ
モ
ン
の
弟
子
と
い
わ
れ
る
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
 （
目
の
 
コ
帥
目
 0
 の
り
と
シ
モ
ン
派
の
後
期
の
展
開
に
つ
い
て
 

ひ
と
 @
 
Ⅰ
 
@
 と
ニ
 
=
 
ロ
反
 し
て
 

お
き
た
い
。
シ
モ
ン
の
宗
教
は
以
上
の
よ
う
に
彼
の
後
 商
 に
よ
っ
て
新
宗
教
と
し
て
確
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
 ユ
 ス
テ
ィ
 ヌ
ス
や
イ
レ
 

（
 
4
-
 

ク
 
3
 

ナ
ヱ
ウ
ス
 
は
そ
の
名
を
挙
げ
て
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
を
も
 シ
 モ
 ノ
 9
 弟
子
と
語
っ
て
い
る
。
彼
は
シ
モ
ン
と
同
じ
く
 サ
 マ
リ
ア
の
出
で
あ
り
、
 

教
説
 に
は
シ
モ
ン
派
の
そ
れ
に
比
し
か
な
り
の
相
異
 点
 

多
分
ロ
ー
マ
皇
帝
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
時
代
（
九
八
 ｜
 一
一
 が

見
出
さ
れ
る
。
殊
に
 
、
 彼
が
神
を
「
第
一
の
 
力
 し
と
し
 

セ
 ）
に
、
ア
ン
テ
オ
ケ
（
シ
リ
ア
）
に
活
動
し
た
人
物
と
 

て
 知
ら
れ
ざ
る
神
で
あ
る
 

考
え
ら
れ
る
が
・
彼
の
 

と
し
て
い
る
点
は
、
到
底
シ
モ
ン
派
の
受
容
 し
 得
る
神
 観
 と
は
い
い
難
い
。
し
か
し
ま
た
、
彼
が
魔
術
に
熱
申
し
 、
 自
ら
を
人
間
救
済
の
 

た
め
に
天
界
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
救
い
主
と
し
て
い
る
点
 な
ど
は
、
シ
モ
ン
自
身
へ
の
類
似
を
思
わ
せ
る
。
わ
れ
わ
 れ
は
し
た
が
つ
て
、
 
彼
 

メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
が
 サ
 ト
ル
エ
ロ
ス
（
 ぎ
巨
 「
 
口
い
 
ざ
 3
 
組
 荘
 ヨ
ぎ
 弔
の
）
 
や
 バ
シ
リ
デ
ス
（
 
い
巨
 
出
品
 宙
 e
 の
）
の
師
で
も
あ
 
つ
 た
と
い
う
こ
と
と
 相
 

（
 
5
 
3
 ）
 

侯
 つ
て
、
次
の
よ
う
に
彼
を
位
置
 ず
 げ
る
こ
と
が
由
来
 る
か
も
知
れ
な
い
。
す
な
 ね
 ち
、
彼
は
実
際
、
あ
る
時
期
 に
 シ
モ
ン
に
教
え
 
せ
受
 

げ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
 教
説
は
 
シ
モ
ン
派
と
は
 
異
り
 、
む
し
ろ
彼
ら
の
 教
 説
の
非
神
話
化
の
上
に
成
立
し
 た
の
で
は
な
い
か
と
い
 

う
こ
と
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 彼
は
シ
モ
ン
を
 後
の
キ
リ
ス
ト
教
的
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
に
つ
な
ぐ
重
要
な
 位
置
に
立
つ
こ
と
が
 出
 

来
 た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
シ
モ
ン
派
の
後
期
の
 展
開
に
つ
い
て
は
、
ヒ
ッ
ポ
リ
ス
ト
ス
（
 叫
 る
ち
 守
 
片
目
③
 の
著
 
「
全
異
端
反
駁
論
 

（
哲
学
的
思
想
）
」
の
中
に
含
ま
れ
る
「
大
い
な
る
告
知
 

（
下
目
の
内
生
爪
 

卜
 で
の
㌧
ぽ
 

か
 の
～
の
）
」
を
挙
げ
る
に
と
と
め
た
し
，
。
。
 

-
 -
6
 

㌧
 。
こ
の
「
大
い
な
る
 告
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

㌦
 

｜
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を シ に は 難 ヒ   
な モ し 哲 で グ 

  

す ン た 学 あ ポ   
教 派 も 的 り リ   
理 の の な     
と 教 で 教 後 ト   
し 理 あ 理 期 ス     

てとるやのに 取見 。 、 シ ム   
り 倣 お 聖 モ れ 
扱 し そ 書 ン は 

さ て も の 派 シ 
に よ く 此 の モ 

<Si< 
  

ふ い ・ 楡 教 ン 
さ と ア 的 理 自 

  

  
） わ思レ しわキ駅 解を身 示に 

い れ サ な す 帰 
も る⑭ ン ど も せ 

  の Ⅳ ド が の ら 

と し り 見 と れ   
考 か ア 山 見 る 

        
れ こ 殊 る て あ     
る の に が よ る   
の 「 ヴ 、 ぃ が   
で 大 ァ そ で   

  

、 い レ れ あ ぞ 
わ な ン る る の 
れ る テ は ぅ 内     

駁     わ 告 ィ 今 。 容   
  れ 丸 ヌ 迄 こ か   
  は 」 ス に こ ら 
へ ぼ 登 」で出と 教にす め こ の （ 述 に 見 
  
祭叶     

  

っき 

お @   
悪き     

者 の の の や の     
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Ⅰ 壷   
  
悪ま 

鰯 @ の と の と 

  外 シ 下 は 生 半ま 

」 に ス に か 成 定   
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は
 上
、
わ
れ
わ
れ
は
魔
術
者
シ
モ
ン
を
め
ぐ
る
初
期
の
 

 
 

線
 に
沿
 
う
て
 
検
討
し
 

て
来
 
た
。
そ
の
不
充
分
な
考
察
は
、
資
料
の
限
定
と
、
 

さ
ら
に
そ
れ
ら
が
す
べ
て
シ
モ
ン
 

l
 シ
モ
ン
派
と
何
ら
 

か
の
敵
対
関
係
に
あ
る
 

資
料
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
増
大
し
て
い
る
に
ち
が
い
 

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
シ
モ
ン
を
中
心
と
す
る
 

シ
モ
 
ン
 派
の
宗
教
が
、
キ
リ
 

ス
ト
 
教
 、
ユ
ダ
ヤ
教
を
は
じ
め
、
当
時
の
諸
神
話
、
宗
 

教
 、
哲
学
と
の
深
 
い
 関
聯
、
そ
の
 
混
 清
の
上
に
成
立
し
 

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
 

る
 。
特
に
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
が
 

反
 律
法
的
な
点
に
お
 

い
て
も
ユ
ダ
ヤ
教
に
背
向
 

き
、
 シ
モ
ン
を
神
と
す
る
こ
と
 

に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
 

に
 対
抗
し
、
多
く
の
有
力
な
神
話
や
哲
学
を
包
摂
す
る
 

ナ
 
」
と
に
よ
っ
て
普
遍
的
宗
教
を
自
負
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
 

大
き
な
特
色
を
見
出
す
 

こ
と
が
出
来
よ
う
。
し
た
が
つ
て
ま
た
、
こ
の
宗
教
は
 

、
 そ
れ
自
身
の
独
自
な
宗
教
的
要
素
に
乏
し
い
素
朴
な
新
 

宗
教
で
あ
り
、
後
の
 

グ
 

ぜ
 
寒
 時
の
キ
リ
ス
ト
教
を
脅
か
す
 
ノ
ー
シ
ス
主
義
の
諸
体
系
に
比
べ
れ
ば
、
楽
天
的
 

一
 勢
力
で
あ
っ
た
こ
 

 
 

 
 

翻
 
キ
リ
ス
ト
教
的
グ
ノ
ー
シ
ス
主
義
と
い
う
よ
り
も
、
 

キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
を
抹
殺
せ
ん
と
す
る
「
偽
り
の
 

知
識
」
と
し
て
の
脅
威
で
あ
 

柱
 
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
次
の
よ
う
な
言
葉
を
 

 
 

い
 う
 べ
 き
 も
の
で
あ
っ
た
。
 

 
 

ン
よ
 
り
出
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
こ
と
は
、
歴
史
的
に
 

は
 正
し
く
な
い
か
も
知
れ
な
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  

雙ノ 押印 揺鰻 @ 弔コ チ 笘 

第
六
巻
、
九
・
三
 ｜
 一
八
・
七
の
申
に
含
ま
れ
る
（
 ミ
 ・
 
セ
む
臼
ゅ
 

。
 
-
0
 Ⅰ
・
 
c
 ぎ
 ・
 
、
の
 
・
の
，
ト
レ
）
。
 

（
 
舘
 ）
こ
の
「
大
い
な
る
告
知
し
が
シ
モ
ン
派
の
教
理
で
あ
る
 
こ
と
に
反
対
す
る
字
音
も
い
る
。
例
え
ば
、
 H
.
 
ヨ
 ナ
 ス
 は
 、
 い
わ
ぬ
 る
 シ
モ
ン
派
の
 

教
説
 と
の
関
連
性
が
あ
ま
り
に
も
な
さ
す
ぎ
る
と
い
い
、
ヒ
ツ
 ポ
リ
 ユ
 ト
ス
は
誤
つ
て
こ
の
書
を
シ
モ
ン
派
に
帰
し
た
の
て
は
 な
い
か
と
考
え
て
 

い
る
（
 ナ
 ・
 
ロ
 0
 コ
 い
 の
・
 
0
 セ
 ・
 住
 ニ
ワ
ト
 ま
 ）
。
 

む
す
び
 

'@@w 



      
反
駁
し
ょ
う
と
試
み
た
と
き
、
直
接
的
な
意
味
で
な
い
 に
 せ
 よ
 、
そ
の
す
べ
て
の
張
本
人
に
シ
モ
ン
が
考
え
ら
れ
 た
と
い
う
こ
と
は
想
像
㏄
 

に
 難
く
な
い
。
 

 
 

 
 

最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
、
シ
モ
ン
の
後
世
に
及
ぼ
し
た
 影
 響
 の
う
ち
、
二
つ
の
印
象
的
な
事
柄
を
記
し
て
終
り
た
い
 

一
つ
は
堅
物
の
 売
 

買
を
意
味
す
る
に
至
っ
た
 シ
 モ
ー
ニ
ア
（
 舵
日
 0
 口
い
い
 

）
 な
 る
 語
は
、
こ
の
シ
モ
ン
（
使
徒
行
伝
八
章
一
八
 ｜
 一
一
四
 
）
に
由
 来
 す
る
と
い
う
 

こ
と
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
シ
モ
ン
の
伝
承
が
中
世
 の
 フ
ァ
ウ
ス
ト
ス
（
 繍
扁
日
の
 ）
伝
説
の
少
く
と
も
一
つ
 の
 源
泉
と
な
っ
た
と
い
 

ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
 



     
 

          

 
 

 
 

べ
 
瞬
間
か
ら
、
そ
の
強
さ
の
故
に
弱
い
と
い
う
、
そ
の
 本
質
に
一
種
の
矛
盾
を
含
ん
だ
存
在
者
と
し
て
存
在
し
 て
い
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
㏄
 

，グソン の道徳・宗教思想について 

谷 於 宗 で 鞍 る、 る 

」 む て教 べ 的ルこ べこ 思唯 彗一、 、 「 。 べ ル グソ 覗か ルグ とい グソ @0 こま 簿ミ 仔 2 理性   
      

苦瞭 
がミ 知立     

  

三田 す   
異 と あ 的 え 
つ は る で ら 

た 屡 。 あ れ   
進 々 後 る た 
化 同 で か ょ 人間 " めもさ の 己 

の 義 述 ろ う 

線 で べ と な に次 ぬ ㏄ 叩 存在 

上 あ る い 立 む む、 の 
め る よ 5 場 寒 不 、 よ 

最 l 5 こ の ミ 条、 ぅ 

先 こ に と 出 Ⅰ エ里、 な 
端 そ " " 現 浅 な、 規 
に 人 『 つ が ま ． も 、 定 

土 間 三 ま あ 
つ に 源 り る   
た そ 「良人。 死ヒ 聞 こ 

の の に が こ えてい もま～ ぬ の め 懸 得 け 

(69) 

  ベ
ル
グ
 ソ
ン
 
の
道
徳
・
宗
教
 思
相
 心
 に
っ
Ⅱ
い
て
 

１
１
「
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
」
へ
の
試
論
 
 
 

好
意
 

三
谷
 



  
て は の 

  
ま、 悪のも捉え 「 
らゑ れが 狂 ぉ 

た 人 し 

。 問 い 
こ を 明 
の 鋲蜥   
な め 解 

漫 浮ぢ 
立 る 願 
つ よ 皇 

ケブ Ⅰ 
」（ 巨姻 Ⅴ人間 Ao- こ 、 

  よ 神が   

    

                                                                                            ""'"         ':'" こ "" 

の な て 者   
7 つ 
が 

真 
の 

自   己 
の 
き刃   
識 
へ 
の 

    プ 
  を 界、を分（か 不 つ ぜ 衷く のよ に云   
チ 条理 意識松す ） まの 、 明斬 な う われ を 

と る へ 性 る な ム ．   
現 も い の 橋 本 も み 
実 の わ渇 の 条 の 
の と ば 望 も 理 に そ 
射 た 「 、 の た 懸 れ 
立 る 大 統 で も げ が 

の 女口 

中 G 荒 て % ミ行 何 
p@ し 唯一 に生 毬下 た楽 烈 の の ぽ 0 の 土日 

毬 の 遍   性の 巨 、の ハ 存在 

  """ ユノ : 
場 

き し か 
匡 て ら 

窃 ま @   
） え て 

と る @% 
は 持 困 

難   で、 

。 れ あ 
わ は る 

け ど   か 

て の を 
も よ   告げ 

" Ⅰ う 

            評 。 

と
、
又
 そ
の
こ
と
に
於
て
徹
頭
徹
尾
求
め
ら
れ
た
の
が
 所
謂
内
的
自
己
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
 う
 時
 、
彼
を
実
存
哲
学
の
 

（
 
l
l
 

）
 

方
向
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
、
例
え
ば
 
ゲ
韻
，
 ヒ
曲
 翁 巨
す
「
等
の
意
見
も
一
応
首
肯
さ
れ
も
す
る
の
で
あ
る
。
 現
に
べ
 
ル
グ
ソ
ン
 の
 主
 

 
 

懸
 
、
、
 

け
 得
る
存
在
者
と
語
ら
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
 

、
、
 

又
 そ
の
 限
り
で
は
、
そ
こ
に
 或
 決
意
性
、
或
は
情
熱
を
す
ら
感
じ
 さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
 実
 

際
 、
更
め
て
 べ
ル
グ
ソ
ン
 の
全
著
作
が
、
結
局
空
間
の
 中
に
粉
々
に
散
乱
し
て
い
る
時
間
性
を
救
お
 う
 と
す
る
 努
 力
 0
 所
産
で
あ
っ
た
こ
 

荻
 
"
 
宇
 
"
"
 

 
 
 
 の 

同と 、 ンこ 
ジ ろ 

ホ で ・ 

ス   

今上に の神話 

吐 蕃 
を だ 
思 粗 

わ 雑 
す な 
よ 杉 
う ひこ ヒ 

な 於 
  て 

極 で 
め は 

て あ 
実 る 

存 が 
的   

な 理 
概 性 
吟 じ @" "   
0 本 
山 桑 
現 理 を 
見 死 

た @ 。 ・ 矛 
就 盾 
中 と   
ぅ、 間が 

下 そ 
条 の 
理 限 
な り 

も て 、 
の もま 

に さ 

自、 な 
己、 が 

の、 ら 
存、 カ 

在、 ミ 

を、 ュ 

(70) 

モ " 下 。 

い 

る 

70 
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7
1
 

べ
の
抵
抗
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
 

@
 
ヰ
 

 
 

、
 ・
・
・
・
 

，
ナ
 
@
@
.
.
,
 

廿
 @
.
.
@
 

ド
ト
，
 

Ⅱ
 
・
 
、
 
・
 
い
 /
 
ト
サ
 …
 駄
 

 
 

ぬ
 
情
熱
と
い
う
三
つ
の
帰
結
に
達
す
る
も
の
で
あ
 

っ
 

ぃ
 
人
間
の
尊
厳
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
 

彼
に
ほ
「
一
切
が
許
さ
れ
て
い
る
し
と
い
 

不
条
理
の
概
念
が
永
遠
へ
の
踏
台
と
化
す
こ
と
、
換
言
 

す
諸
範
濤
 
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
は
礼
儀
正
し
い
人
間
を
 

な
ど
と
い
う
こ
と
は
勿
論
あ
り
得
な
い
。
「
実
践
的
、
 

或
 

は
 根
源
的
に
無
実
と
い
う
と
こ
ろ
に
成
立
し
な
が
ら
、
 

そ
 

隠
薫
 き
ま
も
よ
～
 

ぬ
 
～
 
か
 
-
 -
&
 

め
 ぎ
 コ
 
Q
@
 

～
 
の
 
も
）
 

@
@
@
.
 

宇
 -
 
円
 
@
u
 

一
 
・
 H
@
 

：
 
簿
 ）
。
 
だ
 

に
 於
て
は
、
神
の
み
が
否
定
さ
れ
る
可
 

き
 唯
一
の
も
の
 
｜
 

の
 問
題
に
結
び
付
い
て
可
能
と
な
る
よ
う
な
自
由
は
 

、
自
 

立
場
に
も
又
否
定
を
加
え
る
の
で
あ
る
。
理
性
は
空
し
 

つ
、
 而
も
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
を
裏
切
る
世
界
と
の
緊
張
に
 

恐
ら
く
こ
れ
ら
は
、
一
切
を
救
 

う
 錯
覚
に
過
ぎ
な
い
。
 

併
 

た
が
、
そ
れ
は
久
人
も
知
る
 

よ
う
 に
、
芸
術
至
上
主
義
と
 

 
 

こ
こ
に
要
求
さ
れ
る
誠
実
さ
以
外
に
な
い
。
カ
ミ
ュ
の
 

う
 、
イ
ワ
ン
・
カ
ラ
マ
ー
 

ゾ
フ
 の
言
葉
の
苦
渋
に
満
ち
た
 

も
 笑
わ
す
し
も
の
が
あ
る
（
 

ぎ
ぎ
 
・
 づ
 ・
 
ぎ
 ）
。
 

す
れ
ば
、
理
性
は
空
し
い
が
、
理
性
の
彼
方
に
何
も
の
か
 

く
、
 而
も
理
性
の
彼
方
に
は
何
も
な
い
（
㌢
Ⅹ
 

齢
 
～
 
め
 
0
 
き
 め
 

例
え
ば
 フ
 オ
ィ
 エ
 ル
バ
ッ
ハ
の
人
間
学
は
そ
の
よ
う
な
 

由
か
ら
全
て
の
意
味
を
奪
い
去
る
も
の
で
し
か
な
い
。
 

れ
は
同
時
に
大
い
な
る
苦
悩
と
密
着
し
た
も
の
で
あ
 

っ
 

は
 道
徳
的
な
、
か
の
普
遍
的
理
性
、
か
の
決
定
論
、
 

，
 

満
ち
た
対
決
の
中
に
生
き
抜
く
他
は
な
い
。
 

又
 そ
 う
せ
 

か
ら
、
或
は
寧
ろ
・
而
も
 

、
 我
々
は
理
性
の
明
蜥
へ
の
 

し
 否
定
さ
れ
る
 
可
 ぎ
も
の
は
こ
れ
に
止
ま
ら
な
か
っ
た
 

  

生
き
よ
う
ど
す
る
場
は
 

、
こ
 

は
 全
く
異
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
 

」
の
全
て
を
説
明
し
つ
く
 

ヒ
ミ
さ
 
Ⅰ
養
も
斗
ぎ
さ
 

ぜ
 

確
認
の
み
が
あ
る
。
 

神
 

不
条
理
の
人
間
の
自
由
 

た
 。
こ
の
よ
う
な
立
場
 

主
張
を
含
ん
て
い
る
 

｜
 

願
望
に
燃
え
さ
か
り
つ
 

が
あ
る
と
す
る
よ
う
な
 

ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
 

。
カ
ミ
ュ
は
更
に
 
、
 

て
 

こ
つ
 

め
の
、
即
ち
生
命
を
歪
め
る
一
切
の
も
の
へ
の
反
抗
 

か
 ら
の
、
芸
術
の
積
極
的
肯
定
に
繋
が
る
も
の
で
あ
っ
た
 

。
そ
れ
は
芸
術
的
創
造
が
 

、
 

 
 

が
 
苦
悩
に
満
ち
た
生
命
の
、
ぎ
り
ぎ
り
の
所
か
ら
の
 

肯
 定
 で
あ
り
、
逆
に
云
え
ば
そ
れ
こ
そ
が
正
し
く
生
命
を
 

屈
折
さ
せ
否
定
す
る
も
の
へ
⑦
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(72)  72     

一
 "
"
 

勿
論
こ
の
よ
う
な
試
み
に
対
し
て
は
、
上
の
規
定
が
な
 さ
れ
た
の
は
別
の
意
味
に
於
て
 、
 即
ち
単
な
る
静
的
宗
教
 の
 解
釈
に
於
て
に
 過
 

要
す
る
に
カ
ミ
ュ
の
不
条
理
は
 、
 互
に
抱
き
合
い
得
ず
 に
い
て
、
而
も
互
に
支
え
人
口
つ
て
い
る
理
性
と
世
界
の
間
 

か
ら
出
現
す
る
も
の
 

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
理
性
が
大
ぎ
く
肯
定
さ
れ
て
前
面
 に
 出
て
来
て
い
る
。
而
も
そ
の
こ
と
が
同
時
に
理
性
の
空
 し
さ
の
意
識
と
常
に
一
 

つ
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
始
め
か
ら
敗
北
し
て
い
る
 戦
場
で
、
飽
く
ま
で
戦
い
抜
こ
 う
 と
す
る
 ぺ
 シ
ミ
ズ
ム
 
の
 誠
実
さ
が
あ
る
。
 

（
 
3
%
 
）
 

さ
て
、
カ
ミ
ュ
を
離
れ
て
 べ
ル
グ
ソ
ン
 
に
立
ち
戻
っ
て
 
み
る
と
、
先
に
掲
げ
た
か
の
人
間
の
規
定
は
ど
の
よ
う
な
 内
容
を
持
つ
で
あ
ろ
 

 
 

ぅ
か
 。
そ
れ
が
ど
の
 ょ
，
 
0
,
 

・
 な
 場
か
ら
云
わ
れ
る
に
せ
 よ
、
 
自
己
の
存
在
を
不
条
理
な
も
の
に
懸
け
る
こ
と
が
可
能
 な
 為
に
は
、
そ
こ
に
は
 

何
ら
か
の
飛
躍
乃
至
は
転
換
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 又
 そ
の
不
条
理
性
の
上
に
は
、
人
間
の
全
存
在
が
懸
つ
て
 い
 る
と
す
れ
ば
、
彼
の
 

在
り
方
は
悉
く
こ
こ
に
根
差
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
 4
 
ぱ
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
 
べ
ル
グ
ソ
ン
 
の
実
践
哲
学
を
考
 察
す
る
為
に
か
の
 規
 （
 
疋
 

に
 手
掛
り
を
求
め
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
 理
 由
に
 塞
 い
て
い
る
。
総
じ
て
彼
の
道
徳
論
に
は
、
カ
ン
ト
 の
場
人
口
の
よ
う
に
宗
教
 

と
の
区
別
が
明
確
で
は
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
、
人
間
 が
 道
徳
的
で
あ
る
為
に
は
、
如
何
に
宗
教
的
で
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
か
を
示
し
て
 

い
る
と
も
云
え
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
ま
た
、
先
の
規
 定
の
考
察
を
要
求
す
る
今
一
つ
の
理
由
で
で
も
あ
る
。
 

匪
 

（
 
1
 ）
の
（
・
（
 
ヰ
 
コ
ミ
・
 レ
帝
 メ
リ
コ
 
宙
め
 
（
 @
 句
心
「
 
西
き
 n
-
 之
 0
 ミ
ぺ
 0
 「
 
オ
，
 ト
 
の
り
Ⅱ
 

（
 
2
 ）
カ
ミ
ュ
は
云
 
う
 。
「
救
い
を
呼
ぶ
こ
と
な
し
に
生
き
る
 こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
、
こ
れ
が
私
の
関
心
を
 
引
く
一
切
事
で
あ
る
」
 

（
の
 
い
ぺ
 
0
 デ
 
Ⅱ
の
 -
-
-
0
 

二
 つ
の
志
田
セ
 

ミ
ぺ
の
 
㏄
 
ヰ
コ
 
の
の
で
㌧
 
巴
 ・
 り
 -
 
の
の
井
井
の
目
 

田
 お
由
 三
日
・
 ぎ
額
 「
～
の
の
の
の
・
 

ト
 0
 ヨ
）
（
二
の
倖
の
田
の
 

セ
セ
ア
 
の
 セ
 ・
の
 
下
 ）
 人
は
こ
こ
 

ベ
ル
グ
 ソ
ン
 が
 
コ
二
 源
泉
 L
 の
中
で
強
調
し
た
呼
び
声
名
Ⅰ
 臼
 
の
 意
義
を
想
起
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
 

（
 
3
 ）
カ
ミ
ュ
は
公
衆
盲
 
詰
め
 ボ
ッ
ク
ス
の
中
の
人
物
の
動
作
 に
 非
人
間
的
な
も
の
の
分
泌
を
見
て
嘔
吐
を
催
す
が
、
恐
ら
く
 ベ
ル
グ
 ソ
ン
 は
そ
の
 同
 

じ
 光
景
に
対
し
て
笑
い
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
人
問
 が
 自
動
機
械
に
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
差
は
嘔
吐
 と
 笑
い
に
も
 
う
か
 

が
わ
れ
る
。
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ベルバ ソン の道徳・宗教思想について 

  

  

  

｜ 。 ト 

り は に に た は   
知 当 し 的 そ 理 （ ヶ @ Ⅰ 

のの     ぎ 危 と 性 の 条 げ 方 二 、 三 性 で 

  
経 ナ、 @ 

呼 よ 
ば ぅ 

ね た 
な 以 し る 理 

が l 丁 て 所 ， 性 
，性 そ 理 に そ と か で ・ の 

あ ，陸 
つ 格   あ の   た に 

6 本 命 こ 注 
が 条 こ と 目 

、 埋 れ し 

両 @  y こ ノ し ナ @ し 

れ か 
は れ っ も ら 

亦 で 
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ぎ
な
い
 

あ
る
。
 

就
中
 こ
 

い
 ，
も
の
 と

い
う
批
判
が
直
ち
に
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
，
成
程
 そ
 れ
の
キ
 え
ら
れ
た
場
所
に
の
み
視
野
を
限
定
す
る
な
ら
ば
 確
か
に
そ
う
で
 

併
し
翻
っ
て
そ
れ
を
全
体
の
視
野
の
中
で
読
み
返
す
時
 、
そ
れ
は
も
っ
と
広
い
も
の
を
含
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
  
 

の
 規
定
の
中
に
表
わ
れ
た
知
性
の
性
格
は
、
や
が
て
後
 で
 述
べ
る
 
よ
う
 に
 ，
 単
に
静
的
宗
教
の
領
域
に
限
定
す
る
 こ
と
の
由
来
な
 

を
 有
っ
て
い
る
。
先
に
我
々
が
か
の
規
定
を
解
釈
し
て
 
、
 「
こ
こ
で
 べ
ル
グ
ソ
ン
 
が
云
い
皮
い
の
は
、
人
間
が
 士
 
小
数
的
で
あ
る
の
 



繍
 
。
 
『
 

'
.
.
"
w
@
 

は
 、
知
性
そ
の
も
の
を
媒
介
と
し
て
、
知
性
そ
の
も
の
の
 中
に
、
本
能
の
圧
 力
が
 生
み
出
し
た
形
式
の
展
開
さ
せ
 る
と
こ
ろ
の
内
容
と
し
 

  

ば
 、
こ
の
虚
偽
に
は
意
味
の
充
溢
が
あ
る
。
 

容
 と
見
た
。
と
こ
ろ
で
上
に
見
た
と
こ
ろ
 力
 ら
も
 日
ヵ
 

ベ
ル
グ
 
ソ
ン
 は
、
こ
の
よ
う
な
仮
構
機
能
の
生
み
出
す
 

 
 

整
然
と
し
て
虚
偽
な
る
経
験
を
、
自
然
宗
教
、
即
ち
彼
の
 所
謂
静
的
宗
教
の
内
 

月
、
よ
 よ
う
こ
、
こ
の
立
場
に
於
て
多
か
れ
 少
 か
れ
等
し
く
出
現
を
み
る
不
条
理
性
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難
て
、
 
更
に
問
題
に
一
歩
近
づ
い
て
み
よ
う
。
 

 
 

甘
し
 

 
 

題
 に
す
る
不
条
理
性
は
畢
 寛
 合
理
性
の
変
形
、
歪
め
ら
 れ
た
合
理
性
と
し
て
、
い
わ
 

せ
 
生
ヰ
 

，
モ
 

 
 
 
 
 
  
 

艶
は
 非
本
質
的
不
条
理
性
に
止
ま
る
こ
と
を
見
た
。
 所
 で
こ
の
合
理
性
の
変
形
、
或
は
屈
折
は
、
不
可
避
的
な
 生
の
必
然
性
に
起
因
す
る
も
 

ゆ
 
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
 べ
ル
グ
ソ
ン
 に
よ
っ
て
 、
知
 性
が
 「
危
険
な
 坂
 」
を
上
ろ
 う
 と
し
た
時
に
、
本
能
 ｜
 こ
の
場
合
こ
れ
は
自
然
と
 云
 

 
 

 
 

グ
 
ソ
 
っ
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
 ｜
 が
か
け
た
正
カ
 と
 呼
ば
 れ
る
も
の
で
あ
る
。
併
し
こ
こ
に
所
謂
「
危
険
な
 坂
 」
 

 
 

 
 

～
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
、
先
程
述
べ
た
静
的
宗
教
の
 

定
義
は
 、
 実
は
そ
れ
に
先
行
す
る
三
つ
の
側
面
か
ら
す
 る
こ
の
立
場
の
分
析
の
綜
括
 
乃
 

 
 

@
 
ト
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一
 一
 

 
 

 
 

0
 所
謂
静
的
宗
教
の
立
場
に
触
れ
て
み
た
の
で
あ
る
が
 

、
今
一
度
こ
れ
を
振
り
返
っ
 

て
 、
い
わ
ば
屈
折
し
た
合
理
性
仁
体
な
ら
な
い
。
 歩
 く
 と
も
そ
こ
に
は
、
「
社
会
と
種
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
 限
 り
の
合
理
性
」
（
 審
再
 

や
ト
 の
の
）
が
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
知
性
が
そ
の
 真
 実
の
在
り
方
の
極
限
に
於
て
出
合
う
よ
う
な
不
条
理
で
は
 な
い
。
そ
こ
で
は
知
性
 

は
 自
己
を
自
覚
す
る
こ
と
な
し
に
屈
折
さ
せ
ら
れ
て
い
 る
 。
従
っ
て
 又
 そ
こ
に
は
屈
折
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
の
知
も
 な
い
。
そ
こ
に
は
成
程
 

知
性
が
屈
折
し
て
し
ま
う
た
後
の
領
域
に
一
面
に
広
が
 つ
た
 本
能
と
生
と
の
 間
｜
 こ
こ
で
は
知
性
は
偽
 似
的
 知
性
 と
し
て
働
く
 ｜
 に
成
立
 

す
る
情
熱
は
あ
る
。
併
し
意
志
の
決
断
は
な
い
。
そ
こ
 で
は
全
習
慣
が
そ
の
ま
ま
道
徳
の
内
容
を
形
成
す
る
か
ら
 で
あ
る
。
 又
 そ
の
 よ
う
 

な
 道
徳
は
、
そ
の
ま
ま
宗
教
と
同
姓
的
で
あ
っ
て
 、
そ
ナ
 
」
に
は
個
の
自
由
の
成
立
す
る
余
地
が
残
さ
れ
な
い
か
ら
 で
あ
る
。
 

周
知
の
よ
う
に
、
ベ
ル
グ
 ソ
ン
 の
静
的
宗
教
に
関
す
る
 考
察
は
、
そ
れ
を
「
知
性
の
行
使
に
際
し
て
個
人
の
意
気
 を
 阻
喪
さ
せ
、
社
会
 

を
 解
体
さ
せ
得
る
よ
う
な
も
の
に
対
す
る
自
然
の
防
禦
 の
 反
作
用
」
（
目
方
 ロ
 ・
 
め
尽
 ）
と
規
定
す
る
こ
と
に
 ょ
つ
 て
 結
ば
れ
た
が
、
そ
れ
 

は
 結
局
こ
の
立
場
の
含
む
虚
偽
の
側
面
の
綿
密
な
 、
而
 も
 独
自
な
分
析
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
上
に
述
べ
た
よ
 5
 な
 、
こ
の
虚
偽
の
経
験
 

の
 有
す
る
積
極
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
彼
の
努
力
の
結
 実
で
あ
っ
た
。
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三
 、
こ
れ
ら
の
 

す
、
意
気
を
 

こ
の
三
 つ
に
 

対
し
て
 べ
 ル
グ
 

義
に
対
抗
ず
る
 

連
続
の
表
象
」
 

に
大
き
な
余
地
 

よ
 れ
ば
、
こ
れ
 

あ
る
と
云
 
う
 の
 

こ
の
よ
う
な
 

も
の
と
も
 考
，
え
 

こ
で
の
そ
れ
に
 

と
は
確
か
で
あ
 

働
 ぎ
の
内
に
含
 

知
性
の
対
し
 万
 宗

教
的
表
象
は
、
知
性
に
 よ
 る
、
最
初
の
発
意
と
、
 

望
 ま
れ
た
結
果
と
の
間
に
あ
る
、
予
見
で
き
な
い
も
の
の
 も
た
ら
 

阻
喪
さ
せ
る
よ
う
な
余
地
の
表
象
に
対
す
る
自
然
の
防
御
 示
の
反
作
用
で
あ
る
。
（
レ
ヴ
山
色
，
 

ロ
 ・
 
ド
か
 
e
 

は
 、
知
性
が
「
真
実
の
経
験
」
の
場
に
於
て
演
ず
る
 危
 険
 社
役
割
の
三
側
面
の
分
析
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
 夫
々
に
 

ソ
ン
 は
、
静
的
宗
教
の
果
す
役
割
を
 、
 即
ち
そ
の
有
効
 性
を
対
応
さ
せ
て
い
る
。
一
に
於
て
は
、
知
性
の
勧
め
る
 利
己
主
 

「
都
市
の
守
護
神
」
が
 
、
 二
に
於
て
は
、
知
性
の
も
た
ら
 す
 死
の
不
可
避
性
の
観
念
に
対
し
て
「
死
後
に
於
け
る
 生
ム
叩
の
 

が
 、
ま
た
第
三
に
於
て
は
、
知
性
が
見
出
す
と
こ
ろ
の
、
 行
為
と
そ
の
結
果
と
の
間
に
存
す
る
空
虚
性
、
即
ち
「
 偶
発
事
 

を
 残
す
間
隙
」
に
対
す
る
「
好
運
」
の
観
念
が
そ
の
 ょ
 う
 な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
グ
 ソ
ン
 に
 

ら
は
 執
れ
ち
 、
知
性
が
ひ
た
む
き
に
「
危
険
な
 坂
 」
 を
 上
ろ
 う
 と
す
る
の
を
抑
止
す
る
、
「
自
然
の
防
禦
の
反
 作
 用
 」
で
 

で
あ
る
。
 

所
論
の
中
に
は
興
味
あ
る
事
柄
が
含
ま
れ
て
い
る
。
 そ
 れ
は
べ
ル
グ
ソ
ン
 に
於
け
る
知
性
の
理
解
の
中
で
、
一
際
 異
色
の
 

ら
れ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
知
性
の
 理
解
に
は
、
か
な
り
大
き
な
振
幅
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
 ノ
、
し
力
 

。
 
@
 

は
 、
そ
の
振
幅
の
更
に
外
に
出
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
 と
 云
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
少
く
と
も
そ
の
一
つ
の
極
で
 あ
る
こ
 

る
 。
そ
れ
は
上
に
屡
々
述
べ
た
よ
さ
に
、
知
性
が
自
然
 或
は
生
命
に
「
対
し
て
」
⑧
 0
 口
 （
（
の
）
危
険
な
解
体
作
業
を
 
、
そ
の
 

む
と
さ
れ
た
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
知
性
は
 明
か
に
自
然
と
対
立
し
て
い
る
。
而
も
そ
の
対
し
方
は
 、
 科
学
的
 

と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
知
性
の
出
現
と
共
に
 、
 既
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
 知
性
が
 

で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
み
る
必
要
か
あ
る
。
 そ
 の
 三
つ
と
は
即
ち
 、
 

二
 
宗
教
（
こ
こ
て
の
宗
教
と
は
静
的
宗
教
の
こ
と
て
 あ
 る
 。
以
下
も
同
し
）
は
、
知
性
の
解
体
力
に
対
す
る
 自
 然
の
防
禦
の
反
作
用
 て
 

あ
る
。
（
ヨ
方
 ロ
 ・
 
い
い
ぺ
 

）
 

二
 、
宗
教
は
知
性
に
 よ
 る
死
の
不
可
避
性
の
表
象
に
対
 す
る
自
然
の
防
禦
の
反
作
用
て
あ
る
。
（
 ヨ
ロ
 ・
 0
.
 
～
の
 
べ
 ）
 

曄
 
Ⅱ
 

 
  

 

 
  

 



  

 
 

・
 、
ト
薫
ナ
 

 
 

 
 

  

速
 
余
地
の
出
現
と
い
う
、
丁
度
反
対
の
も
の
へ
の
 

移
 行
 さ
え
 争
 ん
て
い
る
。
そ
れ
は
か
り
で
は
な
い
。
極
め
て
 

大
胆
な
云
い
方
を
す
れ
は
、
 

へ
て
は
与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
い
、
 

ゆ
 
こ
こ
に
は
、
「
 
す
 

ぅ
 こ
と
の
、
全
く
異
つ
た
新
し
い
面
て
の
出
現
の
可
能
 

性
か
 開
か
れ
て
い
る
と
云
え
  

 
 
 

に
 自
己
の
死
の
不
可
避
性
に
止
ま
ら
 
す
 、
同
時
に
他
 己
 の
そ
れ
て
あ
り
、
更
に
は
 
世
 
㎝
 

～
 
界
 内
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
係
わ
る
 
筈
 て
あ
る
。
 即
 ち
 あ
ら
ゆ
る
可
能
的
存
在
を
死
の
相
に
於
て
見
る
時
、
 

全
く
新
し
い
面
て
の
「
 
す
へ
冊
 

 
 ぱ も
し
を
 

つ
 
げ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
多
く
の
場
合
、
 

道
具
制
作
の
能
力
、
乃
至
は
日
常
生
活
の
便
宜
の
智
慧
 

と
し
て
語
ら
れ
た
こ
と
を
 

想
 

 
 

 
 

 
 

教
示
 
は
 
、
自
己
の
死
と
い
う
、
そ
れ
を
越
え
た
所
に
視
 

占
 
一
 
を
移
し
て
い
る
。
 

又
 「
す
べ
て
は
 

キ
 え
ら
れ
て
い
る
」
 

と
い
う
前
提
は
、
偶
然
性
の
 

         
 

  

本
質
的
に
 、
 単
に
社
会
の
み
な
ら
ず
、
個
の
内
部
に
ま
 で
 解
体
作
業
を
行
い
、
世
界
の
中
に
空
虚
の
意
識
を
招
 来
 さ
せ
る
当
の
も
の
と
さ
 

れ
て
い
る
と
の
解
釈
を
許
し
は
し
な
い
か
。
ベ
ル
グ
 ソ
 ン
が
 、
人
間
が
知
性
を
得
た
こ
と
に
対
し
て
支
払
わ
ね
ば
 な
ら
な
か
っ
た
「
身
代
 

金
 」
宙
が
 奉
コ
 ㎏
。
 
臣
 ）
と
し
て
の
二
重
の
不
完
全
性
と
い
 ぅ
 こ
と
を
語
る
時
（
目
オ
・
 ロ
 ・
 
め
ト
 
の
）
、
そ
こ
に
は
知
性
に
 
お
け
ら
人
間
の
有
限
性
 

の
 自
覚
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
こ
の
 
「
身
代
金
」
を
説
明
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
る
 
「
こ
の
よ
う
に
、
 地
 

上
に
投
げ
出
さ
れ
た
人
間
の
不
安
（
Ⅰ
の
の
 
ぎ
 q
u
 

円
か
が
 

目
巨
 
の
の
 詳
 Ⅰ
 ぎ
 日
日
 e
 抽
 本
の
偉
 
ぺ
団
は
ヌ
 の
）
 
や
 、
共
同
社
会
 よ
り
も
自
己
自
身
の
方
 

を
 重
ん
じ
よ
う
と
す
る
、
個
人
の
感
じ
得
る
諸
々
の
 誘
 惑
｜
 こ
う
し
た
不
安
と
か
誘
惑
は
、
知
性
を
具
え
た
存
在
 者
に
固
有
な
も
の
で
あ
 

8
 １
 は
 枚
挙
に
違
が
な
い
で
あ
ろ
う
（
傍
点
は
筆
者
 ピ
 （
 
旨
オ
 ・
 ロ
 ・
 
0
 ち
 ）
 

先
程
こ
こ
に
見
ら
れ
る
知
性
の
理
解
が
異
色
あ
る
も
の
 
と
 云
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
就
中
こ
の
「
地
上
に
投
げ
 出
さ
れ
た
人
間
の
不
 

安
 」
と
い
う
表
現
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
知
性
が
利
己
 主
義
を
勧
め
る
と
い
う
第
一
の
点
に
関
し
て
は
暫
く
 措
 @
 
」
 ぅ
 。
そ
れ
は
必
ず
し
も
 

異
色
の
も
の
と
は
云
い
難
い
。
併
し
第
二
、
第
三
の
点
 に
 関
し
て
云
え
ば
、
（
即
ち
知
性
に
よ
る
死
の
不
可
避
性
 0
 表
象
と
、
知
性
に
よ
 

る
 偶
然
性
の
余
地
の
出
現
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
 云
，
え
 
ば
 ）
ベ
ル
グ
 ソ
ン
 に
於
け
る
知
性
は
、
一
般
に
物
質
性
、
 或
は
幾
何
学
と
い
う
お
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め
る
こ
と
に
よ
っ
 

く
よ
う
な
、
従
 っ
 

同
時
に
「
真
実
の
 

の
中
で
説
か
れ
て
 

り
、
 而
も
そ
れ
が
 て

 、
そ
の
社
会
を
解
体
の
危
機
に
導
く
ば
か
り
で
は
な
 く
、
 更
に
そ
の
当
の
個
そ
の
も
の
の
生
へ
の
意
志
自
体
を
 も
挫
 

て
い
わ
ば
 個
 そ
の
も
の
を
も
解
体
の
窮
地
に
陥
れ
る
 如
 ぎ
 も
の
で
あ
る
。
こ
の
所
謂
知
性
の
上
る
「
危
険
な
 坂
 」
 ま
、
 

を
 

経
験
」
 徐
 ・
の
 

x
 末
 （
～
 

9
 ち
の
 目
い
い
 
の
 口
や
口
 ・
け
い
の
）
と
坪
 

ぱ
 れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
「
哲
学
的
 直
 観
 L
 

い
る
二
種
の
経
験
１
科
学
に
於
け
る
経
験
と
、
哲
学
に
 於
け
る
経
験
１
 0
 何
れ
に
も
属
さ
な
い
、
新
し
い
経
験
 
で
あ
 

真
実
の
経
験
と
さ
れ
る
こ
と
の
中
に
は
、
我
々
の
解
釈
 を
 容
れ
る
も
の
が
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
か
ら
出
発
し
 、
却
 

㍉ """ 

性
 の
行
 う
 作
業
は
二
つ
の
面
、
即
ち
 
対
 社
会
及
び
対
価
 人
の
面
を
有
つ
の
で
あ
る
が
、
「
知
性
の
行
使
に
際
し
て
 

個
人
の
意
気
を
鉛
 
沈
さ
 

せ
る
よ
う
な
も
の
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
 

う
 に
、
こ
の
知
性
の
働
き
は
、
単
に
共
同
社
会
内
の
各
 

成
 員
に
ヱ
 。
コ
 
イ
 ス
ム
を
 勧
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  @   ま   

  
  

併 し の た ぅ て ぅ の と 於 て 
し " 出 と 勿 な は こ 田 " て は 
そ恐 現し論万両 と 現そ下手           
れ ら と た こ 同 者 と の こ 可 え     
に く を も の に は Ⅹ 可 に 避 ら   

能 知 的 れ 
    

  

  
  

  

定 べ 
    

べ 察者 の な 
ル で え 表 白   

ソ つ う と の 

ン た と   
(78) 78. 
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っ
 て
そ
の
厳
し
い
批
判
者
と
な
っ
た
 

J
.
 マ
リ
タ
ン
は
 

、
 そ
の
著
 
コ
 
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
と
ト
ミ
ズ
ム
 

口
 の
中
で
、
 

ベ
ル
グ
 
ソ
ン
 
の
道
徳
・
 

宗
教
哲
学
に
論
及
し
た
際
に
 

、
 彼
の
自
然
宗
教
解
釈
に
 

閲
読
し
て
、
こ
こ
で
の
知
性
の
理
解
に
大
き
な
疑
惑
を
投
 

げ
か
け
、
彼
が
自
然
宗
 

教
の
中
に
働
く
 

、
 末
だ
定
か
な
ら
ぬ
形
而
上
学
的
知
性
 

の
 働
き
、
即
ち
絶
対
者
の
探
究
を
見
落
し
た
こ
と
を
も
っ
 

て
 、
こ
の
魅
力
あ
る
 

解
 

 
 

」
 
れ
は
べ
ル
グ
ソ
ン
 

の
知
性
の
理
解
に
対
す
る
問
題
を
提
 

起
す
る
と
い
う
点
で
は
 

我
々
と
軌
を
一
に
す
る
と
し
て
も
、
マ
リ
タ
ン
の
論
議
 

が
 、
ベ
ル
グ
 

ソ
ン
 
を
ト
ミ
ス
 

ム
 の
方
向
に
導
く
こ
と
を
 

前
 提
 と
し
て
 
。
 彼
は
そ
の
 

為
に
事
実
上
の
べ
 

ル
グ
ソ
 
ニ
ズ
ム
 
と
 意
図
と
し
て
の
 

そ
 れ
 と
を
区
別
し
ょ
う
と
し
た
 

｜
 な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
 

限
 り
、
 
我
々
の
解
釈
と
は
 

別
 で
あ
る
。
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
異
色
あ
る
知
性
の
出
現
 

｜
 そ
こ
で
は
明
か
に
知
性
は
、
そ
の
宿
命
と
規
定
さ
れ
た
 

幾
何
学
の
お
も
し
を
 

は
ず
さ
れ
て
い
る
 

｜
 を
見
た
場
は
、
上
米
述
べ
 

釆
 つ
た
 
よ
 う
 に
静
的
宗
教
の
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
立
場
が
や
 

が
て
否
定
さ
れ
る
可
き
 

で
あ
っ
た
と
い
う
、
正
に
そ
の
故
に
、
そ
れ
も
又
姿
を
 

消
し
て
し
ま
う
。
即
ち
そ
の
極
限
に
於
て
は
、
逆
に
自
己
 

の
 存
在
を
刺
す
に
到
る
 

で
あ
ろ
う
よ
う
な
鋭
い
知
性
の
鋒
元
も
、
自
然
の
防
禦
 

の
 反
作
用
に
よ
っ
て
鈍
り
、
や
が
て
自
己
自
身
の
中
へ
 

屈
 押
 し
て
し
ま
う
の
で
あ
 

ぼ
 る
。
ベ
ル
グ
 

ソ
ン
 
の
適
切
な
表
現
を
借
り
れ
ば
、
 

知
 性
は
自
 
鉄
の
鎮
静
作
用
（
 

H
.
p
 

づ
吐
お
 

日
の
ま
）
に
よ
っ
て
 

鎮
静
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
 

ろ
つ
 

こ
 
。
 

 
 

教
示
ら
な
い
と
す
れ
ば
」
と
い
う
仮
定
形
で
進
め
て
い
 

想
思
 こ
の
 
ょ
う
 
な
所
に
到
る
に
際
し
て
、
ベ
ル
グ
 

ソ
 

 
 

 
 

べ
が
、
同
時
に
ま
た
自
己
の
存
在
を
不
条
理
な
も
の
 

鞠
 入
り
込
ん
だ
と
も
云
え
る
 

司
 
創
造
的
進
化
 

ヒ
が
控
 

 
 

 
 

ゆ
 含
ん
だ
よ
う
な
知
性
も
、
「
 

右
 よ
り
の
創
造
」
の
 

強
 さ
の
前
に
、
そ
の
影
が
薄
れ
、
や
が
て
そ
の
有
の
中
に
 

埋
没
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

ち
 戻
っ
て
み
よ
う
。
理
性
を
付
与
さ
れ
た
唯
一
の
存
在
者
 

で
あ
る
ホ
モ
・
 

サ
ピ
ェ
シ
 

ス
 

ノ
ン
 

79@ C79) 

  

駄
 



" 簗 "'"""     
は とをさる 自ね 。 
到 然 る そ 
辰 男 の れ 
天 の は の 

い 他 実 
難 の こ 相 

い 。 存のは 在外、 

  
的 う ） 乃 

至は 宗教 な立 キえ 

に 場 ら 懸 
放 か れ げ 
げ ら る さ 
る 見 可 せ 
下 ら 籠 ら 

条 れ 性 れ 

理 をい てか「 、 得 
、 る 更 る 

外 か に 」 

か ら そ と 

ら て の い 

見 あ 外 ぅ 

ら る か こ 

ね 。 9 と 

た 従 見 て 
限 っ ら あ 
り て れ る 
て そ て 。 
の ね い そ 
不 は る れ 
条 、 か か 

理 真 ら 懸 
と の で げ 得 ある意味して 「 
  の 。 る 

い 「 即 」 

わ 得 ち と 

舌ロ泰 非 は 」 る 人間 

  
の の ほ れ 「 お 

、 例 貢 さ よ 危 つ 

  

      
  
か 得 道 す の場に げは 外 懸 と、 と ぅ の側に 

も 於 

  
で る 人   米 坂 
あ 時 間 或 さ の 

 
 

の
中
に
屈
折
せ
し
め
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
仮
構
機
能
と
い
う
 形
を
と
っ
て
、
自
然
の
内
側
に
あ
っ
て
働
く
一
機
能
と
 化
す
る
の
で
あ
る
が
、
 

 
 

ベ
ル
グ
 ソ
ン
 
が
人
間
を
規
定
し
て
、
自
己
の
存
在
を
不
条
 理
 な
も
の
に
懸
 け
 得
る
唯
一
の
存
在
者
と
呼
ぶ
時
の
差
 し
 当
つ
て
の
意
味
は
 、
 

 
 

こ
の
よ
う
に
自
然
に
よ
っ
て
屈
折
さ
せ
ら
れ
た
知
性
の
 展
開
す
る
虚
偽
の
経
験
の
中
に
（
即
ち
真
実
の
経
験
に
 盲
 い
て
）
生
き
る
こ
と
て
 

    
  

の 性 と み ぅ 

否 が し 込 な 
定 、 て ん こ 
に そ の だ と 

対 の 相 よ が 
す 母 に 5 元 
る 船 旅 な え 
否 で て も る   
或 自 れ し の 
もよ 然 る て 第 
べ に の 現 一 
ル 否 で れ は 
グ 定 は て   
ソ 的 な 米 屋 
ン は く て 々 

0 対 て い 語 
青 豆 、 る つ 
薬 す む と た 
で る し い よ 

云 よ ろ う う 

え う 純 こ に 

とで @ ま そ 、 、 な場 なる 

低 め ホ あ こ 

抗 成 そ る に 
へ 立 ・ が 通 

の を サ 、 常 
抵 可 ピ そ の 
折 籠 ヱ れ べ 
が に ン に ル 

、 す ス 応 グ 

    
自 の て 、 の 
然 と 把 人知 
に し 握 間 ， 性 
よ て さ も の 
っ の れ 文 理 
て 性 て 彼 解 
遂 格 い の が 
朽 を る 所   
さ 顕 。 謂 そ 
れ わ 所 ホ れ 
て に で そ よ 

、 し こ ・ り 

知 た の フ 一 
住 持 よ 7 歩 
は は ぅ l 内 自 な べ へ 
ら そ 知 ル 路 

(80)  80 
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ふ堅 笹井 巴 

  
飛 か ょ   ナ， Ⅰ 

躍 ら つ 従 魂 
的 " て つ 」 

め て と 呼 に 力 「開 み 後 
ょ じ 開 音 は 
る た か か れ 
他 魂 ね ら た 

  とこ 」、はな 力 る 。 前者 

  81  (81) 

る ぃ そ 飛 げ 己 本 

質
的
不
条
理
と
呼
ん
で
み
た
こ
と
と
呼
応
し
て
、
こ
の
上
 

上
場
の
非
本
質
的
性
格
を
顕
わ
に
す
る
。
更
に
 

又
 
、
不
条
 

埋
 
な
も
の
の
上
に
自
 

の
 
存
在
を
懸
 

け
 得
る
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
る
所
に
は
、
 

一
種
の
飛
躍
乃
至
は
転
換
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
も
 

云
 っ
 
た
が
、
既
に
「
 

懸
 

得
る
」
と
い
う
こ
と
の
実
相
が
、
無
自
覚
的
な
「
懸
 

け
 
さ
せ
ら
れ
得
る
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
勿
論
「
 

何
処
か
ら
何
処
へ
」
 

躍
 或
は
転
換
す
る
か
の
知
も
亦
存
し
な
い
。
む
し
ろ
 

存
 
す
る
の
は
、
知
性
の
屈
折
と
い
う
形
で
の
、
知
か
ら
無
知
 

へ
の
転
換
で
あ
る
。
 

し
て
 
又
 
そ
れ
が
、
 

薄
 き
 
釜
き
ミ
ま
 

ぬ
ぉ
～
か
ら
 

黛
 8
 悪
き
 

ミ
ま
 
黛
 れ
へ
の
転
換
と
も
な
る
。
そ
こ
に
静
的
宗
教
の
立
 

場
が
 
肯
定
さ
れ
て
よ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

珪
 

（
Ⅰ
）
 

ト
め
ま
や
 

～
 
討
め
目
め
り
 

洋
史
 

寸
苗
ぬ
口
 

・
）
 

o
P
 

（
 
2
 ）
偶
然
性
の
中
に
も
種
々
な
る
様
相
と
深
ま
り
が
あ
る
こ
 

と
は
、
九
鬼
博
モ
 

が
 コ
人
間
と
実
存
 

ヒ
 の
中
で
考
察
さ
れ
た
と
 

こ
ろ
で
あ
る
。
 

今
 
こ
こ
 

で
は
、
こ
の
よ
う
な
深
ま
り
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。
 

づ
 
・
の
の
 

下
 



          
  

  
  

と
 考
え
ら
れ
た
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
 ソ
ン
 に
は
、
 喜
劇
を
哲
学
的
に
考
察
し
た
 
司
 笑
い
」
が
あ
る
が
、
 彼
 に
と
っ
て
、
人
間
が
他
 

人
の
転
ぶ
の
を
見
て
笑
 う
 と
い
う
、
そ
の
原
因
を
尋
ね
 れ
ば
再
び
笑
い
を
招
ぎ
か
れ
な
い
程
に
あ
り
ふ
れ
た
日
常
 の
 行
為
で
さ
え
も
、
 人
 

己
を
凝
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
で
 あ
る
。
道
徳
と
宗
教
と
い
う
内
容
そ
の
も
の
が
、
ど
 う
し
 て
も
そ
れ
を
要
求
す
る
 

理
は
前
の
場
合
と
は
す
つ
か
り
 異
 っ
て
い
 予
を
 意
味
 す
る
。
こ
の
 親
 な
規
定
を
手
掛
り
に
し
て
、
ベ
ル
グ
 ソ
ン
 に
 於
け
る
呼
び
声
と
し
 

て
の
道
徳
と
宗
教
の
理
解
を
深
め
て
み
よ
・
 
ぅ
 。
 

周
知
の
如
く
 ヨ
一
 源
泉
 L
 は
そ
の
最
初
の
部
分
に
於
て
 一
 一
つ
の
自
己
を
区
別
し
た
。
こ
こ
で
な
さ
れ
た
所
謂
社
ふ
 
本
 的
自
己
と
個
人
的
自
 

己
の
区
別
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
云
 う
 ま
で
も
 な
い
が
、
併
し
そ
れ
は
、
ベ
ル
グ
 
ソ
ン
 の
主
著
の
幾
つ
か
を
 手
に
し
た
者
に
と
っ
て
 

は
さ
し
て
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ょ
り
 太
 切
 な
こ
と
は
、
彼
が
本
書
を
展
開
す
る
に
当
つ
て
、
改
め
 て
、
 而
も
最
後
的
に
自
 

で
あ
る
１
 0
 呼
び
声
（
 

H
,
p
 

浸
 - ）で
あ
る
。
神
秘
主
義
 へ
の
麗
人
と
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
呼
び
声
に
応
ず
る
こ
 と
 、
そ
れ
に
自
己
の
存
 

在
 を
懸
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
 新
 し
い
立
場
に
於
て
も
又
、
前
に
述
べ
た
人
間
の
規
定
は
正
 し
い
と
云
え
る
。
即
ち
 

「
理
性
を
付
与
さ
れ
た
唯
一
の
存
在
者
で
あ
る
ホ
モ
・
 サ
 ピ
ェ
シ
 ス
は
、
同
時
に
 亦
 自
己
の
存
在
を
神
秘
的
な
も
 の
に
懸
 け
 得
る
唯
一
の
 

存
在
者
で
あ
る
」
。
 ナ
 
」
こ
に
所
謂
「
神
秘
的
な
も
の
」
と
 は
 、
知
性
以
上
と
い
う
意
味
で
の
不
条
理
な
も
の
 ｜
従
 つ
て
こ
の
場
合
の
不
 条
 

帰
っ
て
 、
 即
ち
彼
自
身
の
言
葉
に
従
え
ば
、
自
然
と
精
 神
を
そ
の
根
元
ま
で
掘
り
起
す
こ
と
 

つ
て
よ
い
。
そ
れ
は
一
言
で
云
え
ば
、
神
秘
主
義
へ
の
 躍
 人
 が
現
在
如
何
に
重
要
で
あ
る
か
 

こ
ろ
か
ら
云
え
る
か
、
 又
 そ
れ
は
如
何
に
し
て
可
能
で
 あ
る
か
を
明
か
に
す
る
こ
と
で
あ
 っ
 

生
命
と
い
う
、
彼
の
哲
学
の
核
心
を
な
す
概
念
の
意
味
 が
 究
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
 

き
 に
 よ
 る
 、
 新
な
領
域
へ
の
歩
み
を
意
味
し
た
。
そ
の
 要
素
と
は
、
例
外
的
な
 魂
 或
は
精
神
 

ル
グ
ソ
ン
 の
意
図
は
、
結
局
こ
の
移
行
の
持
つ
意
義
を
 、
 特
に
現
代
と
い
う
混
迷
の
時
代
の
 

い
 。
 又
 そ
の
円
環
の
固
さ
は
、
逆
に
そ
こ
に
遂
行
さ
れ
る
 移
行
の
努
力
の
大
き
さ
を
予
想
さ
 せ
る
で
あ
ろ
う
。
ヨ
一
源
泉
 ヒ
に
 於
け
る
 

中
に
於
て
 、
 で
 き
 得
る
限
り
深
い
所
に
立
 

に
よ
っ
て
、
解
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
 

、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
如
何
な
る
 

た
。
そ
の
為
に
は
、
改
め
て
直
観
・
持
続
 

そ
の
究
明
 は
 同
時
に
新
な
要
素
へ
の
結
び
 

的
 英
雄
 ｜
 こ
れ
こ
そ
開
か
れ
た
 魂
 そ
の
も
 べ

 
2
 
8
 

ち
 

り
 

 
 

ム
 

 
 

付
 

の
 



 
 

 
 

、
巨
 

 
 

 
    

 
 
 

    

ベル 

（
 
2
 ）
 

差
し
て
い
る
と
云
え
よ
 う
 。
こ
れ
と
、
実
践
理
性
の
全
 き
 自
律
と
そ
の
普
遍
性
の
申
に
道
徳
と
宗
教
を
包
も
 う
と
 し
た
 カ
ン
ト
と
の
間
に
㏄
 

は
 
点
は
筆
者
）
」
（
 
1
@
 
ミ
 。
ま
め
 
轟
，
 
Ⅰ
ま
 
き
 も
さ
め
全
父
・
 

ネ
妬
悪
 
～
 

史
 
③
～
・
～
 

x
&
 
～
 
n
Q
 
～
～
も
 

ぉ
曲
 ま
ま
ぜ
 め
 
～
～
 

尽
 Q
.
 

客
戸
口
・
 

o
u
 

べ
 ）
。
 
か
つ
て
筆
者
は
カ
ン
ト
の
 宗
 

つ
 

（
 
@
 
ユ
 
）
 

釈
教
の
理
解
を
、
「
 4
 の
限
り
我
僧
 ず
 」
と
い
う
形
で
 特
色
 づ
 げ
て
み
た
こ
と
が
あ
る
が
、
今
ベ
ル
グ
 ソ
ン
 に
 於
て
こ
の
「
 ?
 し
 さ
え
す
れ
 

ぬ
ば
よ
い
 」
と
い
う
表
現
は
 、
 恐
ら
く
彼
の
立
場
と
 カ
ン
ト
の
そ
れ
と
 -
 
の
間
の
顕
著
な
相
違
を
示
す
で
あ
ろ
う
 。
念
の
為
に
 ム
 
「
一
つ
こ
の
種
 

宗
の
表
現
を
求
め
る
と
、
同
じ
く
ヨ
一
源
泉
 
ヒ
 の
中
 で
こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。
「
聖
者
は
何
一
つ
要
求
し
な
い
 。
而
も
彼
等
は
獲
得
す
る
。
 

 
 

ぬ
 
彼
等
は
訓
 謝
 す
る
必
要
は
な
い
。
彼
等
は
存
在
し
 て
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
（
傍
点
は
筆
者
）
（
 
１
 
～
～
 

め
ぉ
ビ
 
さ
 林
田
 ま
，
 

め
心
心
へ
 

め
軋
も
 

Ⅰ
）
彼
等
の
 

の
 
存
在
が
呼
び
声
で
あ
る
」
（
 口
，
の
 

0
 ）
。
而
も
こ
れ
は
 
道
 徳
論
の
中
心
的
部
分
に
於
て
極
め
て
高
い
調
子
で
語
ら
 れ
て
い
る
。
し
て
み
れ
ば
こ
 

 
 

じ
か
に
も
の
に
触
れ
る
」
こ
と
を
第
一
と
し
た
べ
 ル
グ
 ソ
ン
 の
態
度
そ
の
も
の
に
 ホ
 
㏄
 

 
 

  

ソ
ン
 
は
表
 5
 、
 

「
こ
の
（
進
化
）
線
の
終
端
に
位
す
る
 人
類
は
こ
の
円
の
申
で
廻
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
我
々
の
 結
論
で
あ
っ
た
。
そ
れ
 

 
 

 
 

 
 

を
 勝
手
な
想
像
に
よ
る
の
で
な
く
て
他
の
仕
方
で
引
 き
 伸
ば
す
に
は
、
我
々
は
神
秘
家
の
指
示
に
従
い
さ
え
す
れ
 ば
よ
 い
で
あ
ろ
う
。
（
 傍
 

間
の
含
む
二
重
構
造
を
予
想
す
る
こ
と
な
し
に
は
理
解
 で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
に
 ょ
 れ
ば
、
お
か
し
み
の
 起
源
は
、
精
神
に
対
抗
 

す
る
物
質
性
に
 、
 或
は
生
命
的
な
る
も
の
の
上
に
貼
り
 つ
 げ
ら
れ
た
機
械
的
な
る
も
の
に
、
換
言
す
れ
ば
、
物
質
 が
 精
神
の
生
を
外
化
し
 

鈍
重
化
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
即
ち
笑
い
は
人
間
の
本
 質
 に
根
差
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
面
性
の
場
の
開
け
を
 持
つ
存
在
の
み
が
笑
い
 

 
 

得
る
の
で
あ
る
。
併
し
そ
の
㍉
笑
い
 J
 も
、
お
か
し
み
 が
 飽
く
ま
で
傍
観
者
の
立
場
に
於
て
の
み
成
立
し
、
久
一
 切
の
厳
粛
な
る
も
の
は
 

人
間
の
自
由
に
起
因
す
る
為
に
 、
 笑
い
の
対
象
と
な
り
 得
な
い
と
い
う
点
に
於
て
自
ら
の
中
に
自
ら
の
限
界
を
定
 立
 す
る
も
の
で
あ
っ
た
 

が
 、
こ
の
限
界
を
破
る
も
の
の
出
現
の
場
を
求
め
る
と
 す
れ
ば
、
ヨ
一
源
泉
 L
 が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
 人
間
の
歴
史
が
問
題
に
 

な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
㍉
創
造
的
進
化
 
L
 の
後
実
に
 二
十
五
年
を
経
て
世
に
問
わ
れ
た
こ
の
書
は
 、
 「
じ
か
に
 も
の
に
触
れ
る
」
と
こ
 

ろ
で
の
思
索
に
終
始
し
た
べ
 ル
グ
ソ
ン
 の
仕
事
の
総
 
決
 算
 と
も
云
 う
 可
き
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
総
決
算
は
例
外
 的
な
魂
の
呼
び
声
を
聞
 

く
こ
と
に
極
ま
る
。
こ
の
声
こ
そ
精
神
の
無
限
の
足
 踏
 み
に
等
し
い
円
環
運
動
を
直
線
運
動
に
変
化
さ
せ
る
当
の
 も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
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的 ル 他 環 ・ ヨ   
  
あ は 

  
，月 卿 然よ 

が こ 

も だ 必 こ で お   
知 のる的は 。 知、 
の こ が 唯 

  
さ 部 「 

    働 の あ 一 れ か さ 
ぎ 「 る の 
で 必 害 心 え ねば 」 らた 

と 

い 上 % （ ぅ ） 曲 0 り （ ） りレ （ ） l ニ 0 
宅 の を 表 よ 

ぺ 行屋事 そ 宗 親 う 

ル在開 実の教 に な   
い が 

る な 

  
っ か 

考 察 
え し 
る て 
こ 釆 
と た 
も 側 
許 の 

さ 人 
れ 間 
る の 

筈 規 
で 定     

。 ム，       

の 

      
し 

さ   
ン 令 て えす 

と 合 目 れ 
力 を 己 @ ま 

ン 以 の よ 

ト て 立 い 
し神易 」 

（
 
3
 
）
 

 
 

 
 

は
 大
き
な
距
離
が
あ
る
。
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あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
唯
一
の
根
本
的
な
必
要
を
除
い
 た
 他
の
必
要
が
悉
く
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
 残
さ
れ
た
唯
一
の
必
要
 

は
 知
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
知
は
 そ
の
必
要
を
説
く
だ
げ
に
 上
 る
。
而
も
そ
れ
は
充
た
さ
る
 べ
 き
 も
の
と
し
て
残
つ
 

て
い
る
。
そ
れ
を
充
た
す
も
の
は
、
そ
れ
を
再
び
知
的
 反
省
の
面
に
投
射
し
て
云
え
ば
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
必
要
の
 排
除
と
共
に
あ
る
も
の
 

と
し
て
、
一
方
に
否
定
性
を
含
み
、
他
方
に
単
純
性
を
 性
質
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
哲
学
的
直
観
 b
 の
中
で
 語
ら
れ
た
直
観
 ｜
 そ
こ
 

（
 
2
 ）
 

で
は
直
観
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
ダ
 イ
 モ
 ノ
 に
も
比
す
可
き
 禁
止
の
声
と
説
か
れ
た
 ，
よ
 、
ま
さ
に
こ
の
 ょ
う
 な
も
の
 で
あ
っ
た
。
 

と
こ
ろ
で
直
観
が
単
純
性
と
共
に
否
定
性
を
も
含
む
も
 の
と
さ
れ
た
こ
と
と
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
、
 べ
 ル
グ
ソ
ン
 が
直
観
の
 

努
力
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
云
う
。
「
 ナ
 
」
 
ぅ
 し
て
私
は
安
易
を
拒
否
す
る
。
私
は
困
難
な
一
種
の
 考
え
方
を
推
奨
す
る
。
 

私
は
何
よ
り
も
努
力
を
重
ん
ず
る
」
（
 窪
 .
 づ
 ・
 
鰍
 ）
。
 
ま
 た
ヨ
一
 源
泉
三
一
つ
を
見
て
も
努
力
と
い
う
こ
と
が
 庄
 叩
 
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
枚
 

挙
 に
運
が
な
い
程
で
あ
る
。
「
（
 し
 さ
え
す
れ
ば
 よ
い
 」
 と
い
う
こ
と
の
含
む
単
純
性
は
、
こ
の
よ
う
な
安
易
さ
 の
 拒
否
の
中
か
ら
、
 厳
 

し
い
困
難
性
を
く
ぐ
り
抜
け
た
と
こ
ろ
で
の
単
純
性
と
一
 
云
え
る
。
そ
れ
は
単
に
実
践
の
面
に
於
け
る
要
求
に
止
ま
 る
も
の
で
は
な
い
。
 凡
 

そ
も
の
を
考
え
る
こ
と
そ
の
こ
と
の
あ
り
方
に
大
き
な
 努
力
を
べ
 ル
グ
ソ
ン
 は
強
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
要
求
は
 自
己
を
凝
視
せ
よ
と
い
 

ぅ
 こ
と
に
つ
き
る
。
即
ち
自
己
を
取
り
巻
く
部
厚
く
 執
 鋤
な
 空
間
性
を
破
っ
て
、
そ
の
底
に
時
間
と
一
つ
に
あ
る
 よ
う
な
内
的
自
己
を
見
 

ょ
 と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
が
自
己
の
内
に
 如
 何
な
る
仕
方
で
の
対
象
化
を
も
拒
否
す
る
内
的
経
験
の
場
 を
 開
く
と
い
う
こ
と
に
 

他
な
ら
な
い
。
ベ
ル
グ
 ソ
ン
 は
こ
の
内
的
自
己
を
 、
 記
 
-
 憶
に
 於
て
過
去
を
荷
い
、
未
来
に
伺
っ
て
絶
え
ず
持
続
的
 に
 発
展
す
る
創
造
的
自
 

己
と
し
て
捉
え
た
。
外
か
ら
自
己
を
把
 え
ょ
 5
 と
す
る
 心
理
学
者
は
勿
論
で
あ
る
が
、
自
己
を
観
念
的
自
我
と
し
 て
 措
定
す
る
哲
学
者
の
 

自
己
把
握
も
、
時
間
を
抜
ぎ
に
し
て
自
己
を
断
片
的
 
諸
 状
態
の
連
結
と
見
る
点
で
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
 
そ
 こ
で
 抱
 え
ら
れ
た
自
己
 

は
 、
 外
 化
さ
れ
固
定
化
さ
れ
た
、
い
わ
ば
影
の
よ
う
な
 自
己
で
し
か
な
い
。
知
性
に
 よ
 る
自
己
把
握
は
悉
く
こ
 の
 影
を
追
 う
 の
み
で
あ
 

る
 。
知
性
が
経
験
を
説
明
し
ょ
う
と
す
る
と
、
 避
 げ
離
 く
そ
れ
に
空
間
的
屈
折
が
、
別
言
す
れ
ば
類
的
多
様
性
の
 空
間
的
並
置
が
生
ず
る
 

か
ら
で
あ
る
。
直
線
的
な
論
理
を
駆
っ
て
結
論
を
演
 絹
 す
る
こ
と
は
、
仮
令
そ
の
出
来
上
っ
た
も
の
が
如
何
に
精
 ほ
 或
は
雄
大
な
相
を
呈
 
85  (85) 
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睡
 

（
Ⅰ
Ⅰ
）
 
c
 （
・
Ⅰ
・
 

ひ
そ
 。
三
 %
 。
 コ
 0
 Ⅱ
か
 
い
圧
 
「
 @
 
い
の
・
の
 
ア
ぃ
宮
 
（
 
べ
 の
 も
 

（
 2
 ）
併
し
べ
 
ル
グ
ソ
ン
 
は
こ
の
禁
止
の
声
と
、
知
性
の
働
 き
 と
し
て
の
否
定
性
と
の
関
係
を
論
じ
て
は
い
な
い
。
彼
の
知
性
 の
 理
解
が
、
直
観
 と
一
 

つ
に
成
立
す
る
知
に
働
く
知
性
と
い
う
と
こ
ろ
に
 迄
 十
分
及
ん
 で
い
な
い
か
ら
で
あ
る
 0
 併
し
反
面
彼
の
知
性
の
理
解
に
大
 き
 な
 振
幅
が
あ
る
こ
 

と
に
は
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
 て
 先
に
述
べ
た
 て
 リ
タ
ン
が
ロ
ベ
ル
グ
 ソ
 ニ
ズ
ム
 と
 ト
ミ
ズ
ム
 
b
 の
中
で
論
し
て
 
い
る
問
題
が
殆
ど
 

ベ
ル
グ
 ソ
ン
 の
知
性
解
釈
を
め
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
首
肯
 さ
れ
う
る
。
 

し
ょ
う
と
も
、
従
っ
て
 又
 そ
こ
に
如
何
に
知
的
努
力
が
 払
わ
れ
よ
 う
 と
も
、
 尚
 思
索
の
無
精
で
し
か
な
い
。
そ
れ
 は
 自
己
の
思
索
の
曲
線
 

を
 去
っ
て
そ
の
切
線
へ
と
そ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
 @
 
」
と
は
当
然
自
己
自
身
に
対
す
る
 外
化
 、
即
ち
日
常
性
、
 空
間
性
へ
の
真
の
自
己
 

の
 埋
没
を
意
味
す
る
。
ベ
ル
グ
 ソ
ン
 の
要
求
す
る
努
力
 は
 、
結
局
精
神
の
怠
惰
の
生
ん
だ
膠
し
い
概
念
の
切
線
を
 
一
挙
に
切
り
捨
て
る
こ
 

と
な
の
で
あ
る
。
既
成
の
諸
概
念
を
以
て
上
げ
る
実
在
 の
 再
構
成
を
企
図
す
る
こ
と
、
 又
 そ
れ
が
再
構
成
で
あ
る
 こ
と
に
つ
い
て
の
無
知
 

円
 主
知
主
義
者
の
救
い
難
い
ま
で
の
思
索
の
無
精
が
 見
 ら
れ
る
こ
と
を
 べ
ル
グ
ソ
ン
 は
鋭
く
糾
弾
し
た
。
所
が
他
 万
に
於
て
彼
は
絶
対
に
 

触
れ
る
こ
と
を
認
識
に
拒
む
立
場
の
中
に
も
そ
れ
を
 見
 た
 。
そ
の
無
精
は
彼
の
目
に
は
、
実
に
「
根
源
 
悪
に
 汚
さ
れ
 た
も
の
」
（
 
0
 巨
 こ
り
の
ぽ
か
 

拐
 

色
目
 
ヰ
 4
 円
 
c
e
 
 

ま
ぬ
 ～
 
3
%
 
 
㌧
 目
 ・
㌧
・
 
ミ
の
 ）
と
映
じ
た
。
 一
 
刑
 者
は
再
構
成
の
可
能
を
信
じ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
そ
 れ
の
不
可
能
を
信
じ
る
 

に
 過
ぎ
な
い
。
恐
ら
く
彼
に
と
っ
て
は
、
カ
ン
ト
の
 純
 粋
 理
性
の
純
粋
さ
も
 尚
 不
純
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
 概
 念
を
以
て
本
質
的
に
行
 

為
の
実
利
性
に
絡
ま
れ
た
も
の
と
す
る
 彼
 独
得
の
洞
察
 が
あ
る
。
彼
が
プ
ラ
ト
ン
か
ら
カ
ン
ト
に
至
る
迄
の
古
来
 の
形
而
上
学
に
加
え
た
 

批
判
の
主
要
な
一
点
は
、
こ
の
概
念
、
従
っ
て
 又
 知
性
 仁
 絡
む
実
利
性
に
つ
い
て
の
無
知
で
あ
っ
た
。
彼
の
要
求
 す
る
努
力
は
、
認
識
の
 

百
に
於
け
る
形
而
上
学
か
ら
の
、
行
為
的
関
心
の
徹
底
 的
な
排
除
な
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
必
要
の
否
定
と
は
 、
本
質
的
に
は
こ
の
よ
 

う
 な
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
概
念
か
ら
実
在
へ
と
 い
 う
 方
向
の
逆
転
で
あ
る
。
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ト
 

  

Ⅰ
 

以
上
の
こ
と
は
、
主
と
し
て
ヨ
一
源
泉
 

三
 に
先
立
つ
 
諸
 著
の
展
開
す
る
所
で
あ
っ
た
が
、
ヨ
一
源
泉
 

ヒ
は
 全
逓
。
 

へ
 た
行
為
的
関
心
の
排
 

除
か
ら
再
び
我
々
を
行
為
の
場
の
只
中
に
連
れ
戻
す
。
 

そ
 こ
で
は
存
在
す
る
こ
と
は
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
と
 

庄
 
抑
 
ら
れ
、
 
又
 完
全
な
神
秘
 

主
義
 
｜
 こ
れ
こ
そ
本
書
の
目
指
す
当
の
も
の
で
あ
る
 

｜
 ほ
 行
動
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
て
い
る
（
 

や
養
 
e
 。
そ
れ
で
 
は
 本
書
に
於
て
我
々
は
 

ど
の
よ
う
な
努
力
を
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
 

に
 対
す
る
究
極
の
答
え
が
即
ち
先
述
の
「
神
秘
家
の
指
示
 

に
 従
 い
 さ
え
す
れ
ば
 
ょ
 

い
 」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
併
し
こ
の
「
 

?
 し
さ
，
 

ぇ
 す
れ
ば
 
よ
 い
」
は
飽
く
ま
で
お
 

目
宙
 東
港
 コ
 さ
れ
た
 
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
 

な
い
。
即
ち
前
述
の
よ
う
な
意
味
で
の
認
識
の
面
で
の
 

努
力
が
既
に
な
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
 

よ
っ
て
自
己
の
内
に
内
 

的
 経
験
の
場
の
開
げ
が
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
日
常
の
行
 

為
 的
関
心
を
排
除
し
づ
く
し
た
所
か
ら
も
の
を
見
る
こ
と
 

が
 可
能
仁
な
っ
て
い
な
 

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
所
で
こ
の
よ
う
な
純
粋
な
内
的
経
験
 

の
場
の
開
け
せ
認
識
の
面
に
於
て
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
 

同
時
に
実
践
の
場
に
 

於
 

て
も
 
亦
 そ
の
 ょ
う
 
な
開
け
を
持
つ
こ
と
と
別
事
で
は
な
 

い
 。
ベ
ル
グ
 
ソ
ン
 
に
於
て
両
者
は
一
つ
に
成
立
す
る
。
 

従
 つ
て
自
己
の
内
奥
に
 

、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ね
 、
従
っ
て
表
現
不
可
能
な
も
の
と
合
致
す
る
為
に
 

、
 ひ
と
が
そ
れ
に
よ
っ
て
一
つ
 

速
の
対
象
の
内
部
に
自
己
を
移
し
入
れ
る
と
こ
ろ
の
 

止
 （
 
感
 」
（
 
田
 .
 ロ
 
・
 
P
 
㏄
 
ト
 
）
に
よ
っ
て
共
感
さ
れ
る
。
こ
の
 

共
感
が
 
べ
ル
グ
ソ
ン
 
の
所
謂
 

の
 直
観
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
直
観
の
努
力
の
 

な
い
所
に
は
神
秘
主
義
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
 

亦
 存
し
な
 
い
で
あ
ろ
う
 

0
 ベ
ル
グ
 
ソ
ン
  

 
 
 

 
 

し
た
こ
と
の
な
い
人
間
に
伺
っ
て
は
何
事
も
語
ら
な
い
 

」
と
語
る
（
 

審
オ
，
づ
 

・
 
め
収
い
 

）
 ゆ
 

～
所
以
で
あ
る
。
こ
こ
に
云
わ
れ
る
経
験
の
成
立
す
る
 

所
は
 、
か
の
共
感
を
措
い
て
外
 

に
 は
な
い
。
従
っ
て
 

又
 、
そ
の
 
ょ
う
 
な
努
力
の
な
い
 
舘
 

 
 

 
 



肥
 
『
 
 
 
"
"
 
"
 
。
 

 
 
 
 

ぎ
な
い
。
そ
れ
は
当
然
再
度
生
起
す
る
筈
の
も
の
で
あ
 る
 。
だ
が
最
早
こ
こ
で
は
問
題
は
仮
構
と
い
う
こ
と
で
は
 す
ま
さ
れ
な
い
。
今
や
 

 
 
禦
の
反
作
用
と
し
て
の
、
仮
構
機
能
の
鎮
静
作
用
と
い
 ぅ
 こ
と
で
一
応
の
解
決
を
見
て
い
た
。
併
し
そ
れ
は
飽
く
 ま
で
鎮
静
さ
れ
た
に
 過
 

ヰ
 
"
 

 
 

 
 

ナ
 
「
 
@
 
"
 
一
 

-
-
 

戸
 
 
 

 
 
 
 

Ⅰ
 

 
 

一
 
-
.
 

。
 
1
 

 
 
 
 

'
@
r
 

．
 

 
 

 
 

 
 

所
で
は
、
偉
大
な
神
秘
家
も
甚
だ
し
い
狂
人
で
し
か
な
 

い
で
あ
ろ
う
。
彼
等
は
「
自
然
を
裏
切
る
」
（
 

キ
 
。
日
ぼ
 

（
 瓦
 コ
リ
 

日
 
お
ぎ
 
桟
 

Q
 
、
 
の
の
）
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 
 
 

  

  

 
 

「
従
 

う
 
」
こ
と
自
体
の
要
求
す
る
筈
の
努
力
は
ど
の
よ
 

う
 
な
も
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
考
察
を
加
え
た
 

時
 
、
最
初
か
ら
問
題
に
し
 

て
来
 
た
、
か
の
人
間
の
規
定
の
分
析
も
亦
最
後
的
な
解
 

明
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
や
や
先
走
っ
て
 

云
 
え
ば
、
「
神
秘
 

家
 の
 
指
 

示
 に
従
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
 

「
神
秘
家
の
指
示
に
自
己
の
存
在
を
懸
げ
さ
え
す
れ
ば
 

ょ
 い
 
」
と
い
う
こ
と
と
 

同
 

義
 
な
の
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
な
考
察
を
進
め
る
に
当
つ
て
、
有
力
な
手
掛
 

り
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
動
的
宗
教
が
論
じ
ら
れ
た
 

終
り
の
部
分
に
見
 

，
え
 

る
 
。
下
か
ら
の
経
験
と
上
か
ら
の
経
験
と
い
う
二
つ
の
 

経
 
験
の
区
別
で
あ
る
（
 

審
ヰ
 
・
 
Q
.
 

め
 
㏄
 
い
 
）
。
周
知
の
よ
う
に
 

ベ
ル
グ
 

ソ
ン
 
は
、
一
方
 

こ
の
よ
う
な
彼
の
根
本
的
思
考
か
ら
 

来
 て
い
る
こ
と
 

怪
 ム
う
 
ま
で
も
な
い
が
、
併
し
こ
こ
で
の
上
下
の
区
別
は
 

、
 
根
本
的
な
上
下
の
線
上
 

で
の
、
い
わ
ば
極
め
て
上
の
部
 

力
 で
の
区
別
な
の
で
あ
 

る
 
。
而
も
大
事
な
こ
と
は
、
ベ
ル
グ
 

ソ
ン
 
が
 両
 
経
験
の
 

間
 に
成
間
隙
の
存
在
を
 

認
め
、
そ
れ
ら
の
拡
張
と
深
化
と
に
よ
っ
て
両
者
を
繋
 

ぐ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
問
 

う
 て
い
る
こ
と
で
あ
る
 

。
そ
れ
で
は
下
か
ら
の
 

経
験
と
は
何
で
あ
る
か
。
 

一
体
こ
の
よ
う
な
事
柄
が
提
出
さ
れ
た
の
は
、
死
後
の
生
 

0
 
間
頭
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
前
に
見
た
よ
 

う
 に
 
、
こ
 
の
 
問
題
は
静
的
宗
教
 

が
 
論
じ
ら
れ
た
際
に
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
。
 

そ
ナ
 

し
で
は
そ
れ
は
、
知
性
に
よ
る
死
の
不
可
避
性
の
表
象
に
 

対
す
る
自
然
の
行
 

う
防
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るとす （）性につ oid ら 呼ん と 嵌り込 でも 直 永生の 説であ ことの 験の言 

れば、 こと いての できる んでいでもよ 観 と云 問題に 即 る。 葉は、 
い る つ 関 ち も 本 そ   

（ 由 す レ色   
ソ 果 緒 て 験 で 直 の 

るの葉 O 一言で 

  

    るべ 更にわば 既に い う な円 可能 方法 にそ ま、     
蓋 て に る は 的 理 さ ン し 

す 神 が 粋 べ 有 み で     
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に 引 
届 き 
析 出 
す さ 

る れ 
の た 
で 室 
も 疎 
な な 
い 断 
と 定 
こ 以 
ろ 外 
の の 

  
貝は の 
ち で 

真 も 

実 な 
の い 

経 （ 
験ワ 

だ捲   残 
さ 従 
れ っ 
た て 
方   
法 偽 
な り 

の の 

で ・ 経 

あ 験 
る に 

。 逆 

7 Ⅰ 行 す 

実の る 

際 で 
に も 
魂 な 

  
題 又 
がく 偽 

在 り 

し の 

て 親 
い 念 

，
ヰ
 

ぬ
 り
す
る
。
 今
 こ
こ
で
問
題
と
な
る
彼
岸
の
問
題
も
 

、
そ
 の
よ
う
な
「
表
象
の
星
 
気
摂
 」
（
ロ
ロ
の
 

日
ぎ
 曲
も
隼
 
e
 （
 
0
 
㌧
Ⅱ
 
か
 の
の
 
コ
 こ
リ
 
ホ
 0
 臣
 ）
の
 一
 

:
 
丘
 
，
 
，
 
f
 

つ
た
 と
べ
 ル
グ
ソ
ン
 は
 云
ヲ
 。
魂
の
不
死
を
プ
ラ
ト
ン
に
 
倣
っ
て
そ
の
単
一
性
と
不
可
分
性
か
ら
 

演
絆
 す
る
こ
と
 は
 、
勝
手
な
定
義
か
ら
 

奪こ 。 下せ サ キ 玉ざ甘ぺぺ ウ % ㌔ 曲   F 甘去 

我
々
は
最
早
虚
偽
の
経
験
で
は
な
く
て
、
真
実
の
経
験
 そ
の
も
の
の
中
に
身
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
 0
 そ
し
て
 又
 。
も
し
そ
の
真
実
の
 

経
験
そ
の
も
の
の
中
に
も
 尚
 確
実
性
に
憾
み
の
あ
る
も
 の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
真
実
の
経
験
の
最
先
端
に
上
 
ェ
 つ
て
、
少
し
で
も
そ
の
 

拡
張
と
深
化
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
或
は
又
、
虚
偽
 と
い
う
こ
と
に
関
し
て
云
え
ば
、
我
々
は
仮
構
機
能
の
作
 り
 出
す
偽
り
の
経
験
に
 

逆
戻
り
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
の
は
云
 う
 ま
で
も
な
い
 が
 、
だ
か
ら
と
云
っ
て
知
性
に
よ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
問
題
 の
 定
立
と
そ
の
解
決
に
 

身
を
移
す
こ
と
も
 亦
 大
き
な
虚
偽
に
陥
る
で
あ
ろ
う
。
 哲
 学
者
は
屡
々
 、
無
 と
か
全
体
と
い
う
概
念
に
於
て
 、
，
 
」
の
種
の
虚
偽
の
中
を
空
 



㍗㍗ """"                                                                         
  

来
 よ
う
が
、
併
し
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
一
面
で
の
こ
と
 に
 過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
 は
 そ
の
生
存
の
持
続
の
無
限
性
、
 

有
限
性
に
つ
い
て
の
 知
 

識
は
 南
極
め
て
不
完
全
な
も
の
に
止
ま
る
。
即
ち
経
験
 の
中
に
一
つ
の
手
掛
り
が
得
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
の
積
極
 面
と
 消
極
面
が
あ
る
だ
 

げ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
更
に
上
へ
 伺
 っ
て
の
経
験
の
深
 化
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
併
し
そ
の
道
は
、
も
し
上
か
ら
の
 経験
が
な
け
れ
ば
大
層
、
 

或
は
恐
ら
く
絶
望
的
に
困
難
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 こ
の
よ
う
に
し
て
、
下
か
ら
の
経
験
は
、
知
覚
や
知
性
 0
 把
 ，
 
え
る
外
的
経
験
の
 

底
を
貫
く
こ
と
に
よ
っ
て
内
的
経
験
に
深
ま
り
 ｜
 即
ち
 ム
 「
の
場
ム
ロ
 
一
 
@
 
日
 ま
り
ー
 、
 更
に
そ
の
尖
端
に
あ
っ
て
深
化
を
 求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

さ
て
、
で
は
反
対
に
こ
れ
に
対
応
す
る
上
か
ら
の
経
験
 と
は
何
か
。
ベ
ル
グ
 ソ
ン
 は
そ
れ
を
神
秘
的
直
観
（
）
・
 ぎ
 （
（
）
）
 

曲
 0
 コ
 コ
 
Ⅰ
 せ
の
曲
由
佳
の
）
 

と
 呼
び
、
 又
 そ
の
直
観
を
説
明
し
て
神
の
本
質
の
分
有
（
 由
コ
の
せ
簿
 
Ⅱ
 由
 n
i
 
つ
 い
文
 
0
 下
色
 の
 ～
 
げ
 紹
の
口
の
の
 
宙
 ）
 
づ
 （
 
コ
 0
 ）
と
も
 

語
っ
て
い
る
が
（
目
オ
 

口
 ・
 
N
 の
㊦
 、
 要
す
る
に
そ
れ
は
先
に
屡
々
問
題
と
な
っ
た
 神
秘
 家
 の
問
題
で
あ
る
。
神
秘
 家
 と
は
、
高
次
に
強
化
さ
 れ
た
直
観
に
よ
っ
て
 、
 

我
々
の
存
在
の
根
元
に
ま
で
到
達
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
 
つ
て
生
命
一
般
の
原
理
そ
の
も
の
に
ま
で
達
し
た
よ
 
う
 な
魂
の
こ
と
で
あ
り
 

（
 
ぎ
宙
 ・
 ロ
 ・
 
め
申
 
S
 、
 又
種
 に
対
し
て
そ
の
物
質
性
に
よ
 つ
 て
 指
定
さ
れ
て
い
る
限
界
を
飛
び
越
え
て
神
的
活
動
（
 -
 
、
 
p
 の
 曲
 。
 ぢ
由
 か
せ
～
 

コ
 0
 ）
を
 続
 

げ
 、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
な
個
性
で
あ
る
（
ぎ
田
 
や
 の
の
ど
。
も
し
種
に
対
し
て
、
そ
の
物
質
性
に
よ
っ
て
 

指
定
さ
れ
て
い
る
限
界
 

を
 飛
び
越
え
る
こ
と
が
、
自
然
を
裏
切
る
こ
と
で
あ
る
 と
す
れ
ば
、
知
性
を
所
有
す
る
こ
と
に
 よ
 る
そ
の
飛
躍
は
 第
一
次
の
裏
切
り
で
あ
 

る
仁
 対
し
、
今
こ
の
魂
の
行
 う
 そ
れ
 ｜
ェ
 ラ
ン
・
ダ
ム
 
１
ル
 ー
は
 自
然
へ
の
二
重
の
裏
切
り
と
し
て
、
却
っ
て
 そ
 れ
に
よ
っ
て
逆
に
自
然
 

を
も
包
ん
で
越
え
進
む
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
ニ
ー
 チ
 ェ
 と
は
全
く
異
つ
た
意
味
で
の
 
穿
臼
 三
年
日
 e
 の
 毛
縛
 よ
已
 と
い
つ
た
も
の
が
 

あ
る
。
こ
れ
ら
は
如
何
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
。
 我
 
々
は
こ
の
重
要
な
問
題
を
稿
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。
 

あ
と
が
き
 

紙
数
の
都
合
上
論
じ
っ
く
せ
な
か
つ
た
が
、
こ
の
小
論
の
意
図
 は
 、
終
始
経
験
に
直
接
し
た
と
こ
ろ
か
ら
思
索
し
ょ
う
と
し
た
 
ペ
ル
グ
ソ
ン
 が
、
い
わ
 

ば
 彼
の
思
想
の
総
決
算
を
、
道
徳
と
宗
教
と
い
う
人
間
精
神
の
 最
高
の
営
み
の
場
に
於
て
ど
の
よ
う
に
な
し
た
か
を
知
る
こ
と
 で
あ
る
。
そ
の
為
に
 、
余
 

り
に
も
有
名
な
「
閉
じ
た
も
の
」
と
「
開
い
た
も
の
」
と
い
う
 二
つ
の
も
の
と
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
を
避
け
て
、
却
っ
て
 そ
れ
の
外
か
ら
 ヨ
一
 源
泉
 b
 

        90 



      

ペルバソン の道徳・宗教 

弔客 づ旨 
呂刃便呂討 

用 
や やせ 汀汀 

  

  
O Ⅱ 

    

0 円 

    
  
  
    
  
  

      

偲 、 想に 

尚
 本
論
文
仁
用
い
た
略
号
 

の
 源
泉
と
も
表
 5
 べ
 き
 も
の
に
ア
プ
ロ
 l
 チ
 出
来
う
る
よ
う
な
 手
懸
り
を
求
め
た
結
果
、
そ
れ
を
次
の
三
点
に
見
出
し
た
。
 
そ
 の
 一
つ
が
最
初
に
掲
げ
た
 

人
間
の
規
定
で
あ
る
。
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
、
人
間
が
理
性
 的
な
る
が
故
に
不
条
理
な
も
の
に
自
己
の
存
在
を
懸
け
る
（
の
 
E
 の
 
ロ
め
コ
由
 

「
の
）
と
い
う
、
実
存
 

的
な
響
ぎ
の
す
る
事
態
 は
 注
意
さ
れ
て
よ
い
。
イ
 ソ
 ポ
リ
ッ
ト
 も
 云
う
よ
う
に
 べ
ル
グ
ソ
ン
 に
は
実
存
哲
学
の
先
駆
を
な
す
 よ
 う
 な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
 

よ
う
な
要
素
を
明
る
み
に
出
す
為
に
 、
 「
（
閉
じ
た
も
の
を
開
く
 
に
は
 ）
神
秘
家
の
指
示
に
従
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
 @
 葉
 に
注
目
し
た
。
こ
の
よ
 

う
 な
こ
と
の
裏
に
ほ
、
ベ
ル
グ
 ソ
ン
 が
強
調
す
る
「
呼
び
声
」
 の
道
徳
、
パ
ス
カ
ル
の
云
 う
 「
 賭
 」
、
親
鸞
の
「
 唯
 寸
借
 斯
 高
僧
 説
 」
の
句
が
あ
っ
た
。
 所
 

で
こ
の
「
 1
 し
 さ
え
す
れ
ば
 よ
い
 」
と
い
う
表
現
の
含
む
単
純
 性
も
、
 実
は
そ
の
背
後
に
大
き
な
精
神
の
努
力
を
要
求
す
る
も
 の
で
あ
っ
た
。
こ
の
単
純
 

性
は
殆
 ん
ど
困
難
性
 と
シ
ノ
ヰ
ム
と
 云
っ
て
よ
い
。
 

こ
れ
ら
の
諸
点
を
総
括
的
に
考
え
る
時
、
私
は
先
の
「
不
条
理
 な
も
の
に
自
己
の
存
在
を
懸
け
る
」
と
は
、
「
偉
大
な
る
神
秘
 家
 に
 自
己
の
存
在
を
懸
 け
 

さ
え
す
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
所
に
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
 考
 え
 、
そ
こ
よ
り
 べ
ル
グ
ソ
ソ
 の
解
す
る
神
秘
 家
 、
或
は
神
秘
主
 義
 に
つ
い
て
若
干
触
れ
て
 

み
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 か
ュ
る
 意
図
に
と
っ
て
極
め
て
 有
 益
 と
思
わ
れ
た
も
の
が
、
上
か
ら
の
経
験
と
下
か
ら
の
経
験
と
 い
う
一
種
の
図
式
で
あ
 っ
 

た
 。
そ
れ
は
経
験
の
哲
学
者
ペ
ル
 グ
ソ
ン
 の
端
的
な
表
明
で
あ
 る
が
、
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
間
隙
の
介
在
が
 、
 下
か
ら
の
 経
 験
の
尖
端
に
立
つ
者
に
、
 

ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
か
が
問
題
に
な
る
。
 彼
 に
 於
て
そ
れ
は
、
神
秘
的
直
観
の
分
有
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
 解
決
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
 

云
え
る
。
彼
の
直
観
は
や
が
て
神
秘
的
直
観
へ
と
連
続
的
に
引
 ぎ
 伸
ば
さ
れ
て
行
く
。
そ
れ
も
「
分
有
」
と
い
う
形
に
於
て
で
 あ
る
。
勿
論
引
き
伸
ば
し
 

待
つ
（
 0
 す
罎
 ヨ
の
 
コ
こ
 と
い
う
こ
と
に
は
、
円
環
の
突
破
と
い
 ぅ
 意
味
が
あ
る
。
ス
ペ
ル
 グ
ソ
ン
 が
こ
の
語
を
使
う
の
も
そ
の
 上
 
思
昧
に
 於
て
で
あ
る
 け
 れ
 

r
 
、
 
ど
も
、
併
し
 尚
 そ
の
根
本
に
連
続
的
と
い
う
性
格
が
含
ま
 れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
更
に
こ
の
図
式
に
 
、
 彼
が
云
 う
 「
 
経
験
的
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
」
 な
 

刊
 
る
も
の
を
 捧
討
 し
つ
つ
近
づ
い
て
み
る
時
に
よ
り
明
か
と
 な
ろ
 う
 。
そ
れ
は
同
時
に
 ヨ
一
 源
泉
」
の
核
心
に
迫
る
道
と
な
 る
 筈
で
あ
る
。
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ま
じ
 
め
に
 

 
 

思
想
家
と
し
て
の
内
村
は
、
戦
後
に
わ
か
に
脚
光
を
あ
 

び
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
に
関
す
る
豊
富
な
研
究
文
献
 

（
 
1
 
）
 
か
 ら
も
知
ら
れ
よ
 

う
 。
 

こ
の
こ
と
は
、
彼
が
、
日
本
の
滅
び
を
予
言
し
た
こ
と
や
 

、
日
露
戦
争
で
非
戦
論
を
唱
え
た
こ
と
、
あ
る
い
は
 

近
 
代
 思
想
の
先
駆
者
的
役
 

割
を
果
し
た
こ
と
に
よ
る
（
 

2
 
）
っ
ま
た
、
彼
の
門
下
よ
り
、
 
学
 界
 、
文
学
界
を
は
じ
め
、
日
本
文
化
へ
の
貢
献
者
が
輩
 

出
し
た
こ
と
も
、
こ
の
 

傾
向
の
助
長
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

る
 
る
 
・
と
い
う
意
味
で
の
宗
教
 
。
そ
れ
も
、
教
化
的
意
識
 

柁
か
 

用
 者
で
あ
る
。
ゆ
え
に
目
的
は
、
人
間
と
宗
教
と
の
 

、
こ
れ
が
課
題
で
あ
る
。
内
村
を
、
そ
の
ひ
と
 

 
 

働
 ぎ
を
な
す
も
の
で
あ
る
 

 
 

、
そ
れ
に
よ
り
、
 
た
い
と
思
 

う
 。
 彼
 ど
 
み
ず
か
ら
、
い
か
な
る
こ
と
に
苦
を
感
（
 

5
 行
動
し
た
か
。
こ
の
過
程
を
 

4
 
、
生
 

）
 
 
 

 
 

樹
 て
ゆ
 
き
た
 

8
3
 

範
久
 

鈴
木
 

  。 ウサ 捺 " 。 。 ' 凄 

内 

リエ ナ 幸 

  
甥 Ⅷ 二 

そ に Ⅰ 

の苦難おけ 

観 る 

人間苦の変遷を 

た の 

ど 問 

って 題 

め甲俺 だ辞び 目甲は， 



。 ", 一 ヌ -"        一 。 """"" 。 "   一 @@"" 一 " "" 一一 "   "" " " ""   ""   一 """""'@@' 「 " """@ "" 『 -" 。                                                                                 
 
 

内
村
の
苦
難
 親
 は
、
そ
の
一
生
の
歩
み
を
辿
っ
て
み
る
 

時
 、
四
つ
の
 ヤ
マ
 を
も
っ
て
い
る
。
第
一
期
は
、
入
信
（
 
一
八
 セ
セ
 、
明
治
 一
 

0
 ）
か
ら
不
敬
事
件
（
一
八
九
一
、
明
治
二
四
）
ま
で
。
 

第
二
期
、
不
敬
事
件
か
ら
「
東
京
独
立
雑
誌
」
の
廃
刊
 

（
一
九
 

0
0
 

、
明
治
三
 

三
）
ま
で
。
第
三
期
、
「
聖
書
 
之
 研
究
」
創
刊
（
上
に
同
 

じ
 ）
か
ら
娘
ル
 
ッ
 子
の
死
（
一
九
一
二
、
明
治
四
五
）
 

ま
 で
 。
第
四
期
、
娘
 ル
ツ
 

子
の
死
以
降
、
彼
自
身
の
死
（
一
九
三
 

0
 、
昭
和
五
）
に
 
至
る
ま
で
。
こ
の
四
期
に
わ
た
っ
て
 

、
 彼
の
苦
難
 親
 は
 異
 り
を
見
せ
て
い
る
。
 

以
下
、
そ
の
順
に
従
っ
て
論
述
を
進
め
よ
う
。
 

Ⅰ
第
一
期
（
一
八
七
下
一
八
九
一
）
 

一
八
七
 
セ
年
 （
明
治
 一
 0
 ）
、
内
村
は
、
新
設
ま
も
な
い
 

札
幌
農
学
校
に
入
学
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
ま
で
の
経
歴
 

に
つ
い
て
も
略
述
す
 

る
 必
要
が
あ
る
。
生
れ
た
の
は
、
一
八
六
一
年
（
文
久
 

一
）
、
そ
の
前
年
の
三
月
に
は
、
井
伊
大
老
の
暗
殺
が
 

行
 な
わ
れ
、
世
相
騒
然
た
 

る
 時
期
で
あ
る
。
既
に
そ
の
頃
に
は
、
通
商
条
約
成
立
 

の
 結
果
、
リ
ギ
ン
ス
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
、
ヘ
ボ
ン
、
ブ
ラ
 

ウ
ン
、
シ
モ
ン
ズ
、
 
フ
 

ル
ベ
ッ
 

な
ど
の
宣
教
師
が
、
相
次
い
で
、
日
本
に
来
高
崎
藩
の
下
級
武
士
で
あ
る
父
に
従
い
、
江
戸
の
藩
 

キ
 

 
 

上
州
の
気
候
は
 
、
熱
 し
 

い
 変
化
を
示
す
。
こ
の
著
し
い
風
土
的
特
色
は
、
内
村
の
 

烈
し
い
性
格
形
成
に
 
、
 少
な
か
ら
ぬ
寄
与
を
な
し
た
と
 
舌
口
わ
れ
る
。
武
士
気
質
（
 

6
 ）
 

の
父
 宣
之
は
、
独
立
心
に
富
む
人
間
で
あ
っ
た
。
こ
の
性
 

格
は
 、
そ
の
ま
ま
内
村
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
 

父
 は
 、
内
村
に
儒
教
々
 
育
 

き
 、
早
く
か
ら
授
け
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
気
性
の
反
 

面
 、
内
村
は
、
人
一
倍
 
涼
 も
ろ
い
人
間
で
も
あ
っ
た
。
 
一
 片
の
花
に
も
涙
ぐ
む
 
、
 

感
受
性
の
強
さ
、
他
人
へ
の
思
い
や
り
の
深
さ
は
、
 

既
 に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
（
 

7
 ）
ろ
で
あ
る
。
 

札
幌
農
学
校
に
入
学
し
て
ま
も
な
く
、
ク
ラ
ー
ク
の
 

影
 響
 に
よ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
て
い
た
先
輩
か
ら
、
 

新
入
生
は
す
べ
て
、
 

入
信
を
勧
誘
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
内
村
は
、
ふ
た
り
の
 

理
由
で
こ
れ
に
反
対
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
ほ
、
「
七
日
の
 

中
の
一
日
は
特
に
宗
教
 

の
 為
に
除
外
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
 
T
@
 
蝸
 （
 
）
 
8
 ）
 
，
 

」
と
で
あ
り
、
今
ひ
と
つ
は
、
「
外
国
 

伝
 釆
の
信
仰
を
信
 じ
て
余
は
祖
国
に
対
し
 (94)  94 



   
 

   
  

 

 
  

   

内村鑑三における 人間苦の問題 

も か 勉 の （ に が て 

ぅる 目糞では   ょ大た ふ はた剰は痛で " 。 と " の " 村 のだ重文 
  

祖 
国 
の   

肖 ら 神 の 信仰 

まは信し の、 の て よ 

形 触 文 か   
で 学 の か の 

肖り 

円教 

越 さ低 の 績 " ふ " 
れ 丁 即 た な 

る を ち つ ら 

。 招 、 の な 
こ か 卒 理 げ 

こ な 葉 虫 れ 
に か に は ひま 

、 っ 際 ど   な 
こ た し ぅ 」 当 が ) ら 

の     な （ 時 も   な 

期 こ 上 っ Ⅰ の た 
0 5 位 た 39  日 ら   

） 記 し （   「 に た   同 
観 ひ が ひ 最 、 ジ 上 

を と も と 大 し レ し 芸人 ぅマ の神 神道 た っ 
  

て る た に 

性 つ 名 つ の き ン 三 の ち な 何 」 復 の     

格 の と は 力 は の っ 事 「 興 に と 

か 

づ げ封 反も " 経 " 
始 一 

ら 

る は 大 験   で ・ 

要 解 信 的 あ 
因 消 者 に これ とな 彼 " ち " 底心波子 せ のにの る 

で か に 神 ね 奥 の 事 が し で 否 

特 
ひ @ - 

。 し た れ   。 の 含 ま 晃 子 あ     

破 か 感 じ ぬ 抜 供 る か こ た 
    

し と 。 め く を る 熱 く の   で、 

な か 日 

  
  お し 拘禁 し 神 遊 ま ひ よ 

が ら 曜 げ て か 思 い 」 び ず 

ら も 日 Ⅴ ァ し     後 
、 わ を 敬信仰 見える たりし え   者 

95  (95) 
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母
を
失
っ
た
友
人
太
田
 稲
 造
を
慰
め
る
べ
く
、
内
村
の
 送
っ
た
手
紙
に
、
そ
れ
は
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
 汝
 の
亡
 き
 母
上
は
御
 

自
身
の
体
よ
り
汝
の
健
康
を
心
配
し
給
へ
り
。
勇
敢
な
 ね
 、
強
 き
 健
康
な
る
人
と
な
ら
ん
と
試
み
よ
。
 而
て
 国
の
 た
め
、
神
の
た
め
、
 汝
 

の
家
名
の
た
め
、
 汝
 自
身
の
た
め
に
、
立
派
な
、
有
用
 な
る
仕
事
を
為
し
て
亡
 き
御
 両
親
を
喜
ば
せ
ん
こ
と
を
 努
 め
よ
。
 げ
 身
を
立
て
道
 

な
 行
 ひ
 、
父
母
の
名
を
後
世
に
挙
る
は
孝
の
至
り
な
り
 ガ
 」
（
Ⅹ
Ⅶ
 巧
 ）
 

（
 
0
 
@
 
人
 
）
 

こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
、
明
ら
か
に
、
儒
教
的
な
苦
の
解
 決
 の
し
か
た
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
我
々
は
、
「
国
の
 た
め
、
神
の
た
め
」
 

の
 順
位
に
注
目
す
る
。
こ
の
期
に
内
村
に
あ
っ
て
は
、
 た
 と
え
 キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
入
っ
た
と
は
い
え
、
神
よ
り
 も
国
の
方
が
上
位
に
置
 

か
れ
て
い
る
。
当
時
の
内
村
に
は
、
人
間
に
ふ
り
か
か
る
 苦
難
を
、
ま
だ
、
積
極
的
に
キ
リ
ス
ト
教
と
結
び
つ
け
 て
解
決
す
る
態
度
が
見
 

ら
れ
な
い
。
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
と
い
う
儒
教
の
教
 ，
 
え
は
、
と
り
わ
け
、
国
家
の
た
め
に
な
る
こ
と
が
、
日
本
 で
は
強
調
さ
れ
る
。
 修
 

身
は
 、
ひ
た
す
ら
国
家
に
有
用
な
人
と
な
る
た
め
の
手
 段
 で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
苦
難
は
、
内
村
に
も
、
国
家
に
 有
為
な
人
と
な
る
た
め
 

の
 、
試
練
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
内
村
 の
 苦
に
対
す
る
解
決
の
し
か
た
は
、
彼
自
身
の
苦
し
み
で
 あ
っ
た
、
最
初
の
結
婚
 

の
 破
綻
の
場
合
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
間
の
事
清
に
つ
い
 て
は
先
学
の
労
作
に
譲
る
と
し
て
、
（
 

1
 
l
 
 

）
 

米
国
留
学
時
代
の
 記

録
か
ら
、
内
村
の
考
 

え
を
み
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
、
か
か
る
苦
難
 観
が
、
顕
 著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 

米
国
留
学
の
動
機
と
し
て
は
、
浅
田
タ
ケ
と
の
離
婚
、
心
 の
 真
空
感
、
慈
善
事
業
の
習
得
、
友
人
の
渡
米
等
、
 種
 々
の
原
因
が
考
え
 ろ
 

ね
 、
い
ず
れ
も
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
詳
細
は
 、
 こ
こ
で
は
省
く
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
み
、
内
村
の
言
葉
 か
ら
あ
げ
て
お
く
。
 

「
余
を
生
み
し
国
土
は
 、
 其
の
青
年
の
一
人
一
人
よ
り
し
 て
 国
土
の
名
誉
と
栄
光
に
無
限
の
寄
与
を
為
す
 可
 ぎ
こ
 

と
を
要
求
し
っ
 

っ
あ
 

る
 。
 余
は
 余
の
国
の
忠
良
の
赤
子
た
ら
ん
が
為
に
 、
国
 境
の
彼
方
に
ま
で
及
ぶ
経
験
と
知
識
と
観
察
と
を
必
要
と
 し
た
の
で
あ
る
。
第
一
 

 
 

 
 

強
調
は
、
内
村
自
身
の
 

付
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
す
べ
て
を
語
っ
 て
い
る
。
 

か
く
し
て
赴
い
た
米
国
で
の
生
活
は
、
そ
の
記
録
を
「
 流
窩
録
 」
と
 名
 。
つ
げ
て
、
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
 
5
 か
 が
わ
れ
る
。
正
に
苦
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題
 

問
 

の
 

苦
 

田
昆
 

る
人
 

げ
 

お
 

 
 

一
 
p
 
一
 
一
 

鑑
 

村
 

内
 

 
 

る は 常 鬼 心 っ を 太 は 涙 は 
と 継のの " てや合田 " に 随こ押 にもし " み 
言 続 意 字 裁 い は じ 和 書 抽 分 の し 唾 に 
え 的 味 紙 が る り た 道 入 を 離 苦 込 吐 釆 
る ほ で に 勤 。 内 か に た ぅ く 難 ん か た       

せ な 的 の に こ ぼ め ざ 申 ふ い を 小 連   
青 い 国 に て の 道 便 の 西 苦 受 で 知 な 

小 波 死 苦 徳 の 大 諺 し け 擦 く っ 定 た 的な ば 単力女 る 。 ミロ の子 なん 難 は 的 訓 始末 難を に日 候 め とっ り落 忍 白痴 苦難となる 院 （ ） l ， 欲 吐 実に は潔く 、と尽 、国家 練によ をして 通過し 菓 く 、 、勿論 ていた 仕事 す ざるを   
た バ 護 

て滴 いの れ て / 汝がなっ分知 と 為尽日の 搾出 らづ白 。 」 Ⅰ ミ 萎ま 

る 継 い の し 人 た を ぎ ざ   る 痴 （ 229 と 

。 統 る 要 ば と か 記 精 れ と 院 I f し 
か 状 。 す し な ら し 神 は ぎ 上 棚 ） 、 

むこ ヤ     
決 確苦ソ そ え 通 な   も % ヒ 

っ 求 り 新 / の ら   
い 清適 襄 が な 事 た れ 々 案 目 る 

  風 
な こ 

  儒 の 
教 期 
的 の 

」 9 、 内 
想 、 村   
  で か 

  
      
    キ 

ト て - @ 
九 ス 
々 ま ト 

  
、 教 

明 釣 
治 な 

  期 面 
  日 を 

本 見 
  の 出 
  キ す 

リ の 
ス レま 

    ト 難 
  教 し 
者 い 
  ヤ @ し   
は あ 

る 
  ヰま の 

巾 ま もま 

  ゴと   
通 園 
に 家 
み の   
9  % , 、 

  れ と 
る し 

  キ て   
  ス 間 

ト を 
致 仕 

  受 置 
  容 づ 

    形 け 

態 た 
て ・   

  
  

廿 Ⅰ r, ，ある。 永姉 堂 F 
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て 行 者 と の 徒 
、 し勘 えな ょ 一事 いのら わ 一れ 回 憲 る 。 米 

キ か で ら っ 5 回 体 ゆ 0 た 法 そ 国 から帰 リストし、 そ あった れてい た。 光 に深く 倫 は 、 の詳細 「不 る 局、教 欧化政 が発布 して第 

  
国 が 

体 験   
と ぎ   口 内 を 勅 事 て 糞 壺 教 の 一 
の た ム 材 な 語 実 
関 て ウ に し の と 

係 た ヱ は た 衰   

を こ 

八九 北越 の活動一八九 森有礼 員 にお 学 
ル 、 程 署 も 
伝 末 廣 に た 一 年 ががさ " " ま 館 " 一｜ 

とに 論ず 
を た で 、 ら   

る よ 

ヰこ り した 読ん 意識 終っ 敬礼 東京の一九 明治 一 たかま 一国粋 ったの 

及     
、 事 て 拒 宗 よ だ 一 つ 者 一 英 

） 

日 什 、 絶 教 5 げ 月 あ の 人 相 
本 V こ そ す 的 に を 、 っ 手 丸 麦 
思 、 拡 の る 崇 命 述 同 た に 0 学 
想 、 大 勇 は 拝 ぜ べ 

史 さ 校 の 時よ 伐 っ（ 年校 、 
勅 で て 明 水 る 話 あ 暗 治 産   

に 至 
み る して ス ト敬こ奉 ると 語 る い 数 札 ろ 戴   
大 井 た 信 を が 式 催 が 。 秋 暁 
誌 上 さ 4 卵 キ臣 、 で さ 策 案 で 治 
争 哲 中 と ん 前   れ 一 約 あ 女 
を 次 で 国 だ に 第 る 高 致 っ 学 

捲 郎 も 家 の 進 一 

  あ と で ん 高 こ と 筆工 中を。 た佼 と 

り の あ だ 等 に 学 援 前   
し こ 、 問 る 内 申 な 校 周 年 教 

る に す 二 節     
諭 し 的 に 題 者 生 、 年 と 帝 す 

覆 位 留 
の を 学 

こ と 侍中 め - " 
が の 道 

内 " は々 " " 
対 客 内 
に 房 村 
起 な に 
る こ あ 
こ と ウ 

と で て 

はな な も と 、 
る い 信 
  、 仰 

い 大 義 
@ 子方   
ま 的 
で， 損 な 

も の キ 
な こ リ 

くと 、 でト ス 
か も 教 
0  な ィ言 

小 い 仰 
敬 眼 がま   
が ま え 
そ ず つ 
れ 望 っ 
で み あ 
あ 薄 フ 
る い た 

。 こ が 

次 と 。 

に で そ 
こ あ ォ も 
れ ％ が 

を た   
み 。 国 
ょ だ 家 

ぅが 。 、 の 枠 
そ を 
の 越 

ノ毎 

る 

他 姓 



 
 

 
   

  

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

そ
れ
ま
で
の
内
村
は
、
苦
難
を
、
国
家
に
有
用
な
人
と
 

な
る
べ
く
、
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
試
練
と
み
て
耐
え
て
 

き
 た
 。
だ
が
、
不
敬
事
 

件
は
 、
こ
の
肝
腎
な
国
が
 

、
 彼
を
受
け
 
つ
 げ
な
い
破
目
 
に
 追
い
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
こ
の
 

一
 
0
 年
間
、
僕
が
最
 
善
の
力
 
を
尽
し
て
仕
え
 

し
 国
は
、
そ
の
子
ら
の
最
も
悪
し
き
者
の
た
め
に
貯
え
 

お
 き
し
見
 
ゆ
る
汚
名
と
苦
悩
と
を
僕
の
上
に
浴
せ
懸
け
た
 

り
 。
中
略
。
僕
は
今
こ
 

の
国
に
あ
り
て
曾
て
亜
米
利
加
に
あ
り
し
時
以
上
の
大
 

な
る
他
国
人
な
り
」
（
Ⅹ
Ⅶ
 

朽
 ）
 
，
か
 よ
 う
 に
、
最
高
の
 
価
値
を
お
い
た
国
が
彼
 

を
 捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
 

、
 彼
の
 心
 を
ど
 う
 変
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
 

聴
そ
の
 書
 「
基
督
信
徒
の
慰
」
に
お
い
て
、
彼
は
 

、
 「
国
人
に
捨
て
ら
れ
し
 

時
 」
の
一
章
を
設
け
て
い
る
。
 

も
と
も
と
本
書
は
 
、
 必
ず
し
 

苦
用
 

の
も
、
彼
の
体
験
を
記
し
た
も
の
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
 

ら
れ
し
 

時
 」
、
第
三
章
「
基
督
教
会
に
捨
て
ら
れ
し
 

時
 

 
 

  

ぬ
 
治
の
病
 仁
罹
 り
し
 時
 」
な
ど
、
い
ず
れ
も
彼
に
は
、
 

類
似
の
体
験
が
あ
る
。
そ
れ
な
く
し
て
は
決
し
て
書
 

き
 得
な
い
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
 

 
 

あ
り
、
そ
の
と
っ
た
解
決
方
法
は
 

、
彼
 み
ず
か
ら
の
 
解
 快
方
法
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

じ
め
に
苦
難
の
様
相
を
述
べ
、
次
い
で
非
宗
教
的
な
慰
め
 

が
 、
い
ず
れ
も
弱
く
、
一
時
の
 

柵
的
 糊
塗
的
で
あ
り
、
抜
本
的
で
は
な
い
こ
と
、
 

最
 後
に
、
今
ま
で
抱
い
て
い
た
価
値
の
 

、
 神
の
言
葉
に
 
よ
 る
 転
倒
を
行
な
っ
て
、
究
極
的
㏄
 

断
を
下
し
た
主
要
な
点
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
出
世
間
の
 道
徳
で
あ
り
、
国
家
へ
の
愛
も
、
忠
孝
の
徳
も
説
か
な
い
 と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
、
キ
リ
ス
ト
教
 側
 、
仏
教
 側
と
 、
賛
否
両
あ
 
柵
か
 沸
騰
す
る
。
今
は
、
こ
れ
を
 述
 。
 
へ
 る
の
ガ
木
り
 

て
は
（
 

4
 、
上
 

）
 
@
 
 日
 

な
い
。
こ
の
事
件
の
 

与
え
た
、
内
村
へ
の
影
響
に
入
ろ
 う
 。
 

意
外
な
進
展
を
見
せ
た
事
件
の
結
果
、
内
村
の
身
に
は
 、
第
一
高
等
中
学
校
よ
り
の
解
職
、
肺
炎
 て
 高
熱
に
浮
か
 さ
れ
る
病
床
生
活
、
 

家
屋
へ
の
投
石
、
心
労
か
ら
く
る
 妻
 加
寿
子
の
病
死
、
 と
い
う
不
幸
が
、
 栢
 次
い
て
襲
っ
た
。
こ
う
し
た
苦
し
い
 経
験
を
へ
て
書
き
上
げ
 

ら
れ
た
の
か
、
そ
の
処
女
作
「
基
督
信
徒
の
慰
」
（
 一
 八九
三
明
治
二
六
）
で
あ
る
。
こ
こ
て
は
、
本
書
を
手
 
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
 

期
の
、
 彼
の
苦
難
観
を
眺
め
た
い
。
 

 
 

 
 

@
@
@
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@
@
@
@
 



年中   丁 "                                                                             -T@@@,,¥;@,",y,@@-  @:@@-7  Ⅰ   --.-.Z?@J-:-.             。     、 。 ""'""""""'"""" 『 ""'""""""" " ‥・Ⅰ 伽 。 よ 

    
  

  

  

  

。この 束独立書く 朝敵札 。内 る 

  
余 。 」 

  

  

柴 人 捨 な る か Ⅰ   
のにてが ;    つ 285  本古村 「は 故、 追て い却   

(ioo)@ 100 

    



鱗 ， ",,."" ・       

  

  

  

 
 

 
 

 
 

ぬ
は
 、
内
村
の
関
係
し
た
、
女
子
独
立
学
校
の
問
題
 に
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
雑
誌
自
体
、
既
に
、
非
建
設
的
な
 批
判
の
み
に
終
始
す
る
マ
ン
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

冊
り
 、
新
雑
誌
創
刊
へ
の
踏
み
切
り
は
、
つ
ぎ
 易
か
 

っ
 た
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

苦
 

 
 

 
 

事
情
の
も
と
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
東
京
独
立
雄
 誌
 」
廃
刊
の
、
直
接
の
契
機
 

 
 

 
 

飽
か
れ
た
し
た
。
「
東
京
独
立
雑
誌
」
の
内
紛
を
機
会
 に
、
 彼
は
、
こ
の
局
面
を
 、
 何
ら
か
の
形
 て
 打
開
す
る
 @
 
」
と
を
は
か
っ
た
。
 

"
 
援
 

題
 

問
 

よ
オ
 

・
 
 

l
 

三
 、
第
三
期
（
一
九
 0
0
 
｜
 一
九
二
 こ
 

の
 

し
い
目
は
、
い
つ
ま
で
も
新
し
い
目
で
は
な
い
。
や
が
 

て
 古
く
な
る
。
い
つ
で
も
同
じ
こ
と
を
舌
ロ
 

ぅ
 内
村
の
 
、
千
 農
一
律
さ
は
・
世
人
に
 

.
<
-
A
H
<
>
 

は
じ
め
と
す
る
彼
の
苦
難
は
、
苦
難
で
な
く
な
る
。
 新
 し
い
価
値
の
物
さ
し
を
得
た
彼
は
、
手
厳
し
く
社
会
を
批
 制
 す
る
に
至
る
。
し
か
 

 
 ポ

，
 

。
 

し
 、
そ
れ
は
、
単
な
る
傍
観
者
の
批
判
に
終
始
し
 、
人
 問
罪
・
に
は
び
こ
る
、
悪
の
深
淵
に
ま
で
メ
ス
を
ふ
る
 

ぅ
 も
 の
で
は
な
か
っ
た
。
 
新
 

 
 

;" 叫 

最
後
の
頼
り
を
求
め
て
赴
く
。
そ
の
結
果
、
神
の
国
に
 属
す
る
者
の
目
で
、
も
の
を
見
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
、
 国
 に
 捨
て
ら
れ
た
こ
と
を
 

  ' 。 。 " の 弗 ' 。 ' ミヂ ' 。 '" 『 " 召 ㌣ 耶轄坤 。 立技 粕 

ゆ
る
 口
 

田
 吋
 

の
世
の
判
断
を
述
べ
 

る
。
一
例
を
あ
げ
よ
 

価
値
に
何
を
何
程
 加
 

俗
 的
な
社
会
の
出
来
 

「
不
敬
事
件
」
に
 

D
O
 

7
 
 
の
構
文
で
あ
る
。
日
本
文
で
は
、
ま
ず
「
 ｜
は
 」
 と
 主
語
 

O
O
 

る
 。
次
い
で
、
「
非
ず
」
と
否
定
し
、
最
後
に
 、
 神
の
 

国
の
目
で
 

よ
り
、
国
に
至
上
価
値
を
置
げ
な
く
な
っ
た
内
村
に
 、
は
 

ぅ
 。
「
人
間
の
進
歩
の
標
準
は
 、
 飲
む
酒
の
種
類
、
軍
 備

に
加
ふ
 

じ
め
て
 

O
O
 

へ
し
手
、
 
足
 れ
彼
に
取
り
て
最
重
要
の
問
題
な
り
」
（
Ⅰ
 
椰
 ）
。
 こ
 

事
 な
 、
攻
撃
し
続
け
て
い
る
。
 

キ
リ
ス
ト
教
が
姿
を
現
し
 

を
 出
し
、
そ
し
て
、
こ
れ
 

-
 
み
た
判
断
を
も
っ
て
、
「
 

 
 

6
 戦
闘
艦
の
数
に
あ
ら
ず
 

の
 文
体
と
論
法
を
用
い
て
 に

 対
す
る
常
識
的
な
こ
 

O
O
 

｜
 なり
」
と
結
ば
れ
 

。
彼
は
自
己
の
人
格
的
 

さ
か
ん
に
内
村
は
 、
 

た
 。
彼
は
そ
の
神
に
 、
 

L
 
」
 撰
 



      
そ
の
第
一
巻
・
第
一
頁
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
と
「
東
京
 

独
立
雑
誌
」
と
は
異
な
る
、
「
聖
書
 之
 研
究
」
の
性
格
 な
う
 た
っ
て
い
る
。
 

「
 "
 聖
書
 之
 研
究
雑
誌
 "
 は
 
"
 東
京
独
立
雑
誌
 "
 の
後
身
 な
り
。
 彼
 な
る
者
は
殺
さ
ん
が
 為
 め
に
起
り
、
 
是
 な
る
 者
は
活
さ
ん
が
 為
 め
に
 

生
れ
た
り
。
 
彼
 な
る
者
は
傷
け
ん
が
 為
 め
に
剣
を
揮
 ひ
、
 是
 な
る
者
は
癒
さ
ん
が
 為
 め
に
薬
を
投
ぜ
ん
と
欲
す
。
 

責
む
る
は
彼
の
本
分
な
 

り
 し
が
、
慰
む
る
は
是
の
天
職
た
ら
ん
と
欲
す
。
義
は
 殺
す
者
に
し
て
愛
は
活
か
す
者
な
り
。
愛
の
宣
伝
が
義
の
 唱
道
に
次
ぐ
は
正
当
の
 

順
序
な
り
。
 
"
 聖
書
 之
 研
究
 刀
 雑
誌
は
当
に
 此
 時
に
 於
 て
 起
る
べ
 き
 も
の
な
り
」
（
Ⅳ
Ⅰ
）
 

も
と
よ
り
、
こ
の
主
張
あ
っ
た
か
ら
と
言
い
、
手
の
ひ
 ら
 返
す
よ
 う
 に
、
か
の
社
会
批
判
が
止
ん
だ
わ
げ
で
は
な
 い
 。
そ
れ
は
、
同
じ
 

月
に
 、
ふ
た
た
び
万
朝
報
社
に
招
か
れ
、
時
事
論
説
 欄
 に
 筆
を
ふ
る
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
た
だ
、
 時
 を
 同
じ
く
し
て
、
聖
書
 

研
究
会
が
始
め
ら
れ
た
よ
 う
 に
、
今
少
し
問
題
を
掘
り
 さ
げ
て
考
え
る
態
度
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
、
こ
の
 聖
書
研
究
会
の
目
的
 

を
 、
研
究
に
よ
っ
て
得
た
こ
と
の
「
実
際
的
生
涯
」
（
 Ⅳ
 2
 ）
に
適
用
す
る
こ
と
に
定
め
た
彼
に
は
、
社
会
は
絶
 え
ず
関
心
の
的
で
あ
っ
 

た
 。
単
な
る
社
会
批
判
か
ら
、
そ
の
病
め
る
社
会
の
病
 因
 に
ま
で
、
観
察
の
目
を
行
き
届
か
せ
よ
う
と
し
た
の
で
 あ
る
。
 

そ
の
上
、
時
は
、
日
本
に
お
け
る
、
最
初
の
社
会
主
義
 運
動
の
勃
興
 期
 に
あ
た
る
。
日
本
の
社
会
主
義
運
動
 は
、
 
一
八
九
八
年
（
明
治
 

（
 
7
 
l
l
 

）
 

二
 二
）
の
「
社
会
主
義
研
究
会
」
を
も
っ
て
、
そ
の
 出
 発
 点
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
社
会
主
義
運
動
は
、
当
時
に
 お
い
て
、
特
に
キ
リ
ス
 

ト
教
 と
は
関
係
が
深
く
、
内
村
に
も
少
か
ら
ぬ
刺
戟
を
 与
え
た
。
こ
の
期
の
内
村
が
 、
し
 ぎ
り
と
社
会
改
良
を
口
 に
し
た
の
は
、
そ
の
 表
 

れ
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
説
く
社
会
改
良
は
、
内
村
も
言
 ぅ
 よ
 う
 に
、
社
会
主
義
運
動
の
そ
れ
と
は
、
相
違
す
る
。
 世
間
一
般
に
言
わ
れ
 

6
 社
会
改
良
は
 、
 必
ず
演
説
会
を
し
た
り
、
雑
誌
を
発
 付
 し
た
り
、
ま
た
争
議
を
起
す
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
 そ
 ぅ
 し
た
外
面
的
な
方
法
 

で
は
、
社
会
の
病
を
根
治
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
 

と
 彼
は
考
え
る
。
「
社
会
の
病
源
は
教
育
に
あ
り
、
教
育
の
 病
源
は
家
庭
に
、
家
庭
 

の
 病
源
は
個
人
に
」
（
 x
 Ⅸ
 M
 ）
と
、
社
会
改
良
の
拠
点
 を
 、
内
村
は
、
そ
の
最
小
の
構
成
単
位
で
あ
る
。
各
個
 人
の
心
の
改
良
に
置
く
。
 

で
は
個
人
の
心
を
 、
 何
を
基
準
に
し
、
軟
玉
せ
よ
と
 言
 ぅ
 の
で
あ
る
か
。
内
村
は
、
社
会
悪
の
根
本
原
因
が
 、
各
 個
人
の
心
の
欲
望
に
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ト
キ
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内村鑑三における 人問苦の問題 

  

  

  

  

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
と
は
言
え
、
あ
ら
ゆ
る
欲
望
 

を
な
く
せ
と
は
言
わ
な
い
。
「
人
の
慾
は
絶
つ
こ
と
の
 

出
 来
る
も
の
で
は
な
い
。
 

慾
は
彼
の
固
有
性
で
あ
っ
て
 
、
 彼
の
慾
を
全
く
絶
つ
こ
 
と
は
彼
を
殺
す
こ
と
で
あ
る
。
故
に
人
を
無
慾
に
す
る
，
 

し
と
は
不
可
能
事
で
あ
 

る
 。
無
慾
無
慾
と
い
ふ
て
世
の
人
は
頻
り
に
 

毎
慾
 の
 人
 を
 誉
め
る
が
、
然
し
其
様
な
人
は
広
き
宇
宙
に
一
人
も
無
 

ぃ
 。
然
し
慾
は
す
べ
て
 

同
じ
も
の
で
は
な
い
。
高
い
慾
が
あ
り
、
低
い
慾
が
あ
 

る
 。
貴
い
慾
が
あ
り
、
卑
し
い
慾
が
あ
る
。
 

漸
う
 し
て
 世
 に
謂
ふ
 所
の
無
慾
の
人
 

と
は
、
低
い
、
卑
し
い
慾
の
無
い
人
を
謂
 

ふ
，
 

の
で
あ
る
。
 
慾
 に
も
種
々
の
種
類
が
あ
る
」
（
 
W
 肛
 ）
と
言
い
、
 金
銭
熊
手
名
誉
鍬
丁
 
美
 

術
 、
詩
歌
、
哲
学
の
慾
Ⅰ
金
銭
を
目
的
と
し
な
い
労
働
 

の
 熊
手
自
己
を
忘
れ
る
の
 
慾
 Ⅰ
 慾
 念
を
全
く
絶
た
ん
と
す
 
る
慾
 山
神
を
視
ん
と
す
 

る
慾
、
の
 系
列
を
あ
げ
る
。
人
間
が
、
目
的
と
し
て
 

努
 め
る
べ
 き
 は
、
「
成
る
べ
く
 
丈
げ
 高
 き
 慾
を
以
て
 、
 成
る
 へ
く
丈
 低
 き
 慾
を
駆
逐
 

る
こ
と
で
あ
る
」
（
 
W
 諺
 ）
。
 

つ
ま
り
、
内
村
の
社
会
改
良
と
は
、
各
個
人
の
心
の
慾
 

式
体
系
を
、
キ
リ
ス
ト
教
的
価
値
体
系
で
も
ち
、
再
編
成
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

の
み
、
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
先
の
時
期
に
お
い
 

て
 、
自
己
の
苦
難
を
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
価
値
転
倒
的
 

な
 み
か
た
に
 ょ
 り
、
 解
 

決
し
た
彼
は
、
そ
の
新
し
く
か
ち
得
た
目
で
、
社
会
の
 

悪
に
 挑
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
批
判
に
と
ど
 

ま
り
、
積
極
的
な
働
き
 

か
げ
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
こ
の
期
に
お
い
 

て
は
、
応
用
的
聖
書
の
研
究
の
表
れ
と
し
て
、
実
践
的
に
 

社
会
一
般
の
苦
難
解
決
 

に
、
の
り
だ
す
に
至
る
。
 

（
 
1
 
8
 理
想
 

）
 
団
 連
動
と
非
戦
論
は
 
、
か
 く
し
て
、
 こ
 ・
の
期
の
内
村
の
苦
難
観
に
も
と
づ
く
、
 

具
 体
 的
行
動
で
あ
る
。
 

当
時
、
一
世
の
注
目
を
集
め
た
事
件
は
、
足
尾
鉱
毒
草
 

件
 で
あ
る
。
政
府
の
保
護
奨
励
を
受
け
て
育
っ
た
鉱
山
事
 

業
 の
ひ
と
つ
に
、
 
古
 

同
市
兵
衛
の
所
有
す
る
、
栃
木
県
足
尾
銅
山
が
あ
っ
た
。
 

そ
の
鉱
山
か
ら
流
出
す
る
鉱
毒
が
、
渡
良
瀬
川
及
び
、
 

本
流
利
根
川
に
達
し
、
 

流
域
の
農
作
物
を
枯
死
さ
せ
、
農
民
に
多
大
の
被
害
を
 

与
え
て
い
た
。
内
村
は
、
「
万
朝
報
」
に
よ
り
、
こ
の
事
 

件
 を
大
ぎ
く
と
り
あ
げ
 

た
 。
そ
れ
は
、
何
も
、
鉱
毒
に
原
因
す
る
の
で
は
な
く
、
 

も
っ
と
劇
甚
な
毒
で
あ
る
 一
 
1
 
人
の
心
に
湧
き
出
づ
る
 
毒
 」
（
Ⅱ
 鵬
 ）
に
よ
る
と
 

主
張
す
る
。
端
的
に
言
 
う
 な
ら
ば
、
被
害
の
根
本
田
 
は
、
 古
河
市
兵
衛
の
女
に
対
す
る
放
縦
な
肉
慾
で
あ
る
と
 

号
 
コ
ラ
 
。
被
害
を
蒙
る
農
民
 

の
 苦
し
み
を
癒
す
の
肥
は
、
こ
の
・
古
河
の
心
の
歌
 

望
を
 
変
え
る
 よ
 う
 に
 し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
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を 報 取 説 社 運 で は   
さ 

  

キ て       
ス こ 

ト の 犠氏も已 性とにのと入内し ん 、 0 社での 長でせるこ黒を 良 或はの体   
教 期 と 露 、 非 し 間 村 た く な ん 一 5 着 き   
倫 の   
鹿 内   
的 付 「 極 は い で し 難 に な み る 持 す ほ げ 
7 面 りよ 平 夷 、 た あ ぎ 観 よ か ず 団 別 る か と 

4 頁   和 総 一 。 る 慾 は り っ か 体 の     、 し 

体 社 を 警 部 日 。 望   、 た ら 」 方 「 幸     
来 会 追 ァ の 露 だ の 井 目 。 が （法 理 徳 万   
従 般 
い の   苦     
再 難 
編 れこ   
成 目 と は 木 元 も な と 断 。 を 良 な 想   
す を る 両陸利 「 、 のの 回 っ し然こ 改をど 団   
る 向 

め が 、 げ 、 
    

  そ   
被 れ 」 内 ぃ ・反 そ で れ 次 壊 し 、 す て て し 
の の 
言 解 

が 中 で 対 れ は て に ら な 前 6 成 い た 
  

ぅ 決 
社 を 
ム       

  
良 個 
で 人   
あ の 
る ，心 、 離弁 る的 光熱で見     
  の 

内 攻 
  

村 民 
Ⅲ ま Ⅴ こ に の 」 た 

  み 
人 た 
現昂 の ） 

に 各 
  4 回 

そ 人   
の の 

可 燃 
能 米 
性 体   
の 系   朝 を に に 。 説 に 

け 04) 10 を 
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現
世
へ
の
期
待
が
薄
れ
て
行
く
と
い
う
の
は
、
裏
を
返
 

せ
ば
、
そ
れ
に
 

伐
 る
も
の
、
た
と
え
ば
末
世
へ
の
希
望
の
 

強
ま
る
こ
と
で
あ
 

る
 
。
内
村
に
、
こ
の
思
い
を
起
さ
せ
た
も
の
に
、
そ
の
 

愛
娘
ル
ツ
子
の
死
が
あ
っ
た
。
一
九
一
二
年
（
明
治
四
 

五
）
、
一
九
歳
で
早
潮
 

し
 

た
 か
ッ
 
子
の
死
は
 

、
 
愛
し
て
い
た
だ
げ
に
、
彼
に
深
い
 

悲
し
み
を
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
彼
女
の
「
 

モ
 
１
行
ぎ
ま
 

す
 
」
（
Ⅹ
Ⅸ
 

糀
 
）
 と
の
 

職
別
れ
の
言
葉
、
復
活
と
永
世
を
確
信
し
て
の
、
こ
の
 

舌
口
 

業
は
 
、
内
村
に
、
は
っ
と
、
こ
の
世
と
は
、
別
に
存
 

在
す
る
世
の
あ
る
こ
と
を
 

目
 

艶
 覚
め
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
「
娘
の
死
 

状
 
誠
に
美
し
く
 

、
足
 
れ
死
に
は
無
二
、
 

ヰ
曲
口
 

の
め
 

d
p
o
 

口
に
有
 

之
候
 
、
霊
魂
 

不
滅
は
殆
ん
ど
、
年
の
日
 

包
あ
丁
 

 
 

  

 
 

@
@
 

目
 

 
 

 
 

世 か い 
の ば ま 

苦 か し 
は り て 
  の   

ど 試 札 
ぅ 実 は 
な の 自 

四 ・ る念 のを も 進 

んでそ であろ第四 根 こそ 

（ 
  
期 ぅぎ 。 取狂 の 

り 気 

九 さ の 

  ら 群 
  ひ に 
  
  

ま 加 

  
し ね 
た る 

九     
      アへ と 

O 
Ⅱ い ま 

） 899 世 
） 釆 
と ま 

、 せ 

網 ん 
望 で 
的 し 

悲 、 ， た 
額 口 

的 露 
な 戦 
感 争 
慨 は 
を わ 
洩 が 

ら 国 
し 民 
て の 

い 中 
る に 

。 残 
で、 留 
ほ せ 

し 

人 わ 
の づ 

簗 。 ぜ守 Ⅰ 

っ
た
 。
日
露
戦
争
は
、
反
対
を
黙
殺
し
て
遊
行
さ
れ
、
 戦
 勝
 に
酔
い
し
れ
る
人
心
の
動
ぎ
は
 、
 彼
の
寄
せ
て
い
た
 、
人
間
へ
の
期
待
を
ぎ
 

れ
い
に
裏
切
っ
た
。
「
捷
報
至
る
ご
と
に
国
民
は
杯
 舞
 雀
躍
し
っ
 っ
 あ
る
間
に
、
そ
の
内
心
に
如
何
な
る
変
化
が
 起
り
つ
つ
あ
る
か
を
 思
 

一
 
"
 
。
 あるの

を
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
鉱
毒
 事
件
と
理
想
 団
 、
さ
ら
に
非
戦
論
と
、
実
践
的
に
も
こ
の
 信
念
は
 、
 彼
の
行
動
 

に
 具
体
化
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
行
動
 の
 成
果
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
彼
の
非
戦
論
に
耳
を
傾
げ
 る
 者
は
、
皆
無
に
近
か
 

ダ
宝
勒
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来
た
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

内
村
が
、
こ
の
期
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
親
し
ん
だ
聖
主
 

目
の
場
所
は
 
、
 特
に
パ
ウ
ロ
の
も
の
で
あ
る
。
娘
の
死
 

以
 前
に
は
、
め
ぼ
し
い
 

も
の
を
拾
っ
て
も
、
僅
か
に
、
「
 
保
 羅
の
復
活
論
」
（
 一
九
 0
 五
 、
明
治
二
一
八
）
 

、
 「
パ
ウ
ロ
 
徴
 り
せ
ば
」
（
 一
 九
 0
 一
八
、
明
治
三
九
）
 

の
 、
二
小
論
ぐ
ら
い
し
か
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
が
、
 

彼
 女
 の
 死
 直
後
よ
り
、
激
増
し
て
く
る
。
同
じ
年
に
「
排
土
 

凡
書
の
通
読
」
「
ロ
マ
 

書
の
大
意
」
「
パ
ウ
ロ
の
 
救
払
観
 」
が
、
「
聖
書
 
2
 所
 究
 」
に
 載
 り
、
翌
年
に
は
、
「
人
類
の
救
 
極
 」
「
初
代
教
 会
の
実
例
」
「
義
に
せ
 

ら
る
る
の
道
」
「
パ
ウ
ロ
の
信
仰
」
と
、
い
ず
れ
も
、
 

パ
 ウ
ロ
書
翰
の
研
究
が
続
く
。
一
九
一
九
年
（
大
正
八
）
 

に
な
る
と
、
五
回
に
わ
 

た
り
、
パ
ウ
ロ
の
復
活
論
の
講
演
を
行
な
い
、
さ
ら
に
 
一
九
二
一
年
か
ら
一
九
二
二
年
に
か
け
て
、
 

六
 0
 回
に
 &
 ぶ
 、
ロ
マ
書
の
 、
記
 

念
 す
べ
 き
 大
講
演
を
行
な
っ
て
い
る
。
 

こ
の
、
パ
ウ
ロ
へ
の
関
心
の
 
、
 娘
の
死
以
降
の
、
異
常
 
な
 高
揚
は
、
偶
然
の
一
致
と
の
み
、
み
な
す
こ
と
ほ
で
 

き
 な
い
。
さ
よ
さ
に
 
パ
 

「
お
お
む
ね
軍
旗
の
祝
福
者
、
戦
争
の
奨
励
者
」
（
Ⅳ
 弗
 ）
で
あ
る
こ
と
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
う
げ
ら
れ
た
。
 そ
の
こ
と
は
、
彼
の
現
 
棚
 

世
へ
の
期
待
に
、
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
た
。
さ
ら
に
、
 米
国
の
参
戦
を
み
る
に
及
ん
で
は
、
も
は
や
、
こ
の
世
 に
一
条
の
光
を
も
見
出
）
 

せ
な
い
と
語
る
。
戦
後
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
努
力
に
よ
り
、
 国
際
連
盟
が
成
立
し
て
も
、
「
之
に
由
っ
て
世
界
の
平
 和
は
釆
し
な
い
。
戦
争
ひ
 

ほ
 止
ま
な
い
。
 死
と
罪
 と
は
依
然
と
し
て
存
し
、
 此
世
 は
 依
然
と
し
て
涙
の
谷
、
死
の
蔭
、
悲
哀
の
里
で
あ
る
。
 而
 己
な
ら
ず
暗
黒
は
滅
 

す
る
こ
と
な
く
し
て
 愈
 々
増
し
つ
つ
あ
る
や
 う
 に
見
え
 る
 」
（
 W
 鞘
 f
 ）
と
述
べ
、
そ
れ
に
よ
る
平
和
の
到
来
を
 否
定
し
て
い
る
。
 

今
や
内
村
は
 、
 神
の
国
の
実
現
を
、
こ
の
世
に
求
め
る
 ナ
 
し
と
の
非
を
、
し
み
じ
み
と
悟
っ
た
の
で
あ
る
。
永
遠
に
 平
和
な
国
と
は
、
 人
 

ぬ
が
 進
歩
し
た
り
、
政
治
家
、
道
徳
家
の
努
力
に
よ
っ
 て
 、
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
て
は
な
い
。
こ
の
世
の
進
化
 ぁ
 
珊
 的
な
発
展
の
暁
に
あ
る
 

の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
、
別
の
世
に
あ
る
と
 考
え
る
。
 

娘
の
死
は
、
内
村
の
目
を
来
世
に
向
け
、
復
活
の
信
仰
 へ
と
導
い
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
 は
 、
日
露
戦
争
 後
、
薄
れ
か
か
っ
て
 

い
た
、
人
間
と
地
上
へ
の
望
み
を
、
決
定
的
に
断
ち
切
 っ
た
 。
で
は
い
っ
た
い
、
何
に
よ
っ
て
 、
 死
と
罪
の
な
く
 な
る
、
世
界
の
平
和
が
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内村鑑三における 人間 苦 の問題 

で 一     
  

築 宮お 委繁毒 ウ 

0 間 死 は る は   
実 題 を 無 に   と 

さ な 次 に る の 現と相ぎ在 右 の関 

ィ糸   ケ ア し 

お     
ス ロ 伝 吉 想 て 

ト 0 目 追 捕 に 
の 知 己 は た     

ウ     
を キ も 廃 を と の 

、 り 身 す慰 推 考 
持 ス 近 る む車 え 
ち ト に に る を を 

                                      そ 
  

@ 
@ 宗 る 「 （Ⅵ 若し 亡 そ   の 

。 の う ） 教 の ま 

ま 踏襲 本領」 ここに 世の罪 在なっ と、内 にして 

" と た 村 " と し 

彼死 。 は舌頭 た 
の と 大 言 痛 し と 

再 の 生 っ を た し 

鶴 な は た 慰 と て 

運 く 、 こ む こ も、   
し 
て 

不 

て 、 と の に の   
い パ っ 死 勝 木 で くウ o ロ、 てばつ か 能は 領 はな 

の 文 り は 人 い 
如 手 で ざ 生 の 

107 (1 ㏄ ) 

ウ
ロ
 が
、
内
村
の
心
を
惹
ぎ
つ
げ
た
の
は
、
と
り
わ
け
、
 パ
ウ
ロ
の
、
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
か
ら
再
臨
に
連
な
る
 、
歴
史
観
で
あ
っ
た
。
 

ひ
と
ロ
 に
言
え
ば
、
こ
の
世
の
罪
と
死
は
、
キ
リ
ス
ト
 の
 十
字
架
の
死
に
よ
っ
て
、
消
滅
が
約
束
さ
れ
た
。
そ
し
 て
 時
間
は
、
そ
の
完
全
 

な
 実
現
を
み
る
、
神
の
国
到
来
に
向
い
、
刻
一
刻
と
進
 行
 し
つ
つ
あ
る
。
神
の
国
到
 来
 の
し
る
し
は
、
死
ん
で
 復
 清
 し
た
キ
リ
ス
ト
の
 、
 

再
臨
を
も
っ
て
 始
る
 、
と
い
 5
 パ
ウ
ロ
の
み
か
た
で
あ
 る
 。
 

罪
 と
死
と
の
廃
棄
を
 、
 従
っ
て
人
間
の
復
活
を
説
い
た
 パ
ウ
ロ
の
教
え
に
、
強
く
内
村
を
近
寄
せ
た
の
は
、
娘
の
 死
の
ほ
か
に
も
、
 理
 

由
 が
あ
る
。
パ
ウ
ロ
は
、
「
困
難
の
問
屋
」
（
 1
 払
 ）
 と
 皮
肉
ら
れ
た
内
村
に
 、
き
 ら
に
輪
を
か
け
た
よ
う
な
 、
苦
難
の
体
験
者
で
あ
 

る
 。
「
徹
底
の
人
で
あ
る
。
独
立
の
人
で
あ
る
。
勇
敢
 の
人
で
あ
る
。
過
激
の
人
で
あ
る
」
（
 x
V
 粗
 ）
と
内
村
 の
 評
す
る
パ
ウ
ロ
の
性
 

格
は
 、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
内
村
自
身
の
性
格
で
あ
る
。
 こ
れ
ら
の
類
似
点
か
ら
、
内
村
に
は
、
自
己
を
 、
パ
ゥ
 ロ
と
 同
一
視
す
る
傾
向
 

が
 生
じ
て
い
る
。
一
九
二
 0
 年
 
（
大
正
九
）
か
ら
、
 一
 
九
二
二
年
（
大
正
一
一
）
に
か
け
て
の
日
記
の
な
か
で
、
 
「
パ
ウ
ロ
 熱
 」
（
 X
 Ⅹ
 

猫
 ）
と
か
「
パ
ウ
ロ
気
分
」
（
Ⅹ
 X
 鵜
 ）
に
、
た
び
た
 び
 浸
っ
て
は
、
無
性
に
興
奮
し
て
い
る
内
村
の
姿
を
 、
我
 々
 ほ
 読
み
と
る
こ
と
が
 

可
能
で
あ
る
。
「
パ
ウ
ロ
な
く
し
て
イ
エ
ス
は
わ
か
ら
 な
い
し
（
 

X
V
6
 

）
と
舌
口
っ
た
内
村
の
こ
と
、
こ
の
期
の
 

彼
が
、
ほ
と
ん
ど
 配
同
 



    
携
は
る
 事
 多
く
し
て
、
多
く
死
に
就
 て
 考
へ
さ
せ
ら
れ
 る
 。
 此
 世
の
事
は
凡
て
死
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
キ
リ
 
ス
ト
の
福
音
は
生
の
福
 

昔
 で
あ
る
。
主
父
生
で
あ
る
。
 

げ
 キ
リ
ス
ト
死
を
廃
 し
 、
福
音
を
も
て
生
命
の
壊
ざ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
り
 ガ
 で
あ
る
。
故
に
信
者
 

は
 死
に
就
 て
 考
ふ
る
必
要
は
な
い
。
然
り
、
死
に
就
 て
 考
へ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
は
死
な
ざ
る
者
に
為
ら
れ
た
の
 て
あ
れ
ば
、
生
に
就
 て
 

の
み
思
ふ
べ
き
で
あ
る
。
 げ
 我
は
水
久
に
死
せ
ず
、
 ェ
リ
 ヤ
の
 如
く
に
昇
天
す
べ
し
 刀
 と
い
ひ
て
間
遠
は
な
い
の
 て
あ
る
。
 さ
ぅ
 思
 う
て
 

  

@@@V-  FgJT'.f-.-yg  >  ¥J  T"'>'p".  J';"  @@@-@@@@TraB-@iB;-  'i  @t-  f@@   
  り丑 

援， 
  
  
  

ね 。 た に 事 か 運 さ 青己 

」 ィ 済ににこ遠類。 求人 るて 箭内勤れ車 再   
も ヱ ん 就 、 の に の 文学 村 は た の 臨 。 
の ス た て 弘 高 な す 字 て か 、 も 多 運 
と の と は 化 臨 く へ 宙 あ 、 急 の い 動 
な 復 国 里 さ の な て の る そ 拠 に 、 の 

つ 居然 書 れ 倍 つ め 改 。 の 巷 操 こ 端 
て と て の て 仰 た 帝道 然 高 間 し の 緒 
い 再 あ 語 い は 状 望 て し 臨 に 、 時 と 

報 な 
る 。 臨る其る " 。 儲 。 病の総 " 態をあ るら 乍運 動く期に " 今 ゥ 

ナ， 甲 、 永世あくそ 昔 し を信 数え 気そ 実現 括し 又 。 其意 に ょ り拡 の内 

    
九 死 2 5 人 て た 者 の 深 謀 れ 大興 米   
年 い に に 新 動 そ れ て あ も っ 示 引 友   
の こ 、 途 年 が の が あ る の た 唆か 人 
日 と よ か を 小 序 キ る 。 は 。 を れ へ 

  ル から 記 も ャ こまり大なを意識 え し ょ、 。 迎えた 可能に 幕 とし リスト 。文正 元理 其 、何て 与えろ なかっ 

る た ら あった 、知人した人 る生涯 そして 日記に なった ての、 の再臨 義の勝 は根本 れた 送 。 め れ 
か 、 て 

く - 釆 
を と る か 「 か。 死 間にの に入 れ 大 ま、 後も、 彼 キリス 」（Ⅹ 利 てあ 的 てあ し持 た 

聞 、 て 理 た っ の ㍉   
又 キ ラ   リ 圭 五 ロ 口   
る 其 キ 

てい㍉。 い 。 自と 死 ろと 、 て ， 」   一   

                                芳姿 復   
の は。 示 せ た い 

死 な。 さ は 。 の   
に ゎ 。 れ 既 此 な が 。 お 至 臨 付 臨 

(108) 108 



㍗Ⅰ       "'"""'"',"" 轡 """""""'"'"                                                                                                     ， ・ 、 ， : ボ """,;"." ぴ 。 ・ s@:Ww 照 % ヰ機構 蟻   

  

内村鑑三における 人間苦の問題 

  

  
  

  

X 供 も 死 門 ど ， L 、 

Ⅰ 申 の ぬ ロ 死 の が   
ぎ 警 の や 目 な し ま ） は あ 月 で 年 強 々 
続 成 な 増 己 く か で と 無 ろ 程 行 " い と 

げ か く す の し し の 
不の。 、 礼 5 面 にた つ 一話 九法た し 

一 が 」 
、 がま 身 、 の は 

も た一 @ 。 年神、 近絶見   洩 での 
程 の 彼 に 対 辺 こ   

す 
で 国 を 感 実 み の し る 々 先 ぃ 暗 れ Ⅰ 

終 の し じ 現 が 世 
る 希 て て 不 、 の たとは生も和て 。 思 、 がの 丘いピ 443 
も 望   、 可 ま 吉 ふ 大 病 で ） る ， 

び の へ 非 役 能 っ 難 ら 売 気 あ の 。 ご 
と 生 と 活 な た は し 生 に る 二 

  

な ぎ 死 と も く   て、 

くは " " 罹 @  一 。 月 " も、 人間 る 。ょ 、 の水 永世 ので はか 唯 人 し 概 や 
が と 遠 を あ な の 一 生 苦 に や 

し 伝 に 確 る い 悪 人 の 病 死 病 
死 「 
卍 @ 目 

か え な 信 、 も し と 事 は と 状 就 
し る い す と の ぎ し は 、 云 が て 

  、 せ る 思 で 慾 て 悉 多 ふ 小 考 
キ 彼 界 に ぅ あ 求 
リ 自 へ 至 よ る の 友御 " く 分が " " 康 と へて 

達 拝 天 死 な 
ス トの思、 身のるうこ 。 にと産 所 と 知 里 は り 

の い い こ な を で な で 理 体   
っ あ 下 無 「 

再わを 臨は駆地 のる 。 知あ らる 
を 絶 っ 七 一 さ か   

び わ に て 以 と 

ひでのも " 叫 たの方れら " " " の 、 罹 恐 っ か 

た あ で の 媒 合 そ 福 武 ら 怖 て 
す る あ へ ル 期 の 
ら 。 る の ツ で 心 昔々れの命 をのし 王拾 生 「 
待 こ   、 子 は の 語 加 持 で ひ v ァ し 

ち の 内 厳 め 、 改 つ ぎ の あ を 就 
聖 運 村 々 死 そ 良 て 者 知 ろ し て 

む 動 の の を れ に く が く し た の 

信 は 高 縄 は は ょ 

  
み 

仰 、 臨 望 じ   
は 一 連 と め ィ て 

、 部 動     エ   へ 。 

そ の は 大 友 ス 解   ぎ 。 

の 狂 、 上 人 ・ 決 な 訪キ 且 と あ で 。 

死 膚 こ の の キ す い な っ 語 る あ 。 
」 ど 厭 っ   る 。 

に的のも 至な 世の 死 、 りる スと 
る 動 の へ そ ト 者 （ X 御苦た死 捷 い。 の しな 
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詩家 じ永 照 。 
て 一 一 一 

い 邸 
6 者 

「 近 
代 

精神 

  
  
  
限 
界 
」 

    
九 
五 
O   
  

題 
名 

の一 

不 
  
六口 

  

福 

沢     
    
  
  
  
  
  

内 
ホ寸 

  
近 
代 

精神 

  
  
  
限 
界 

    

珪   
    

  
井関 品 
国 す 川 

入 のも る； 編 

研 の 「 
究 を 内 
傾 中村 
同 心 鑑 
に と 三 

つし研 い " 究 

て 条文 
は く 献 
" 0 目 

  
村研 （ 

  
月 あ ほ 

力、 て 戦 二 @ ず 

一 あ か 
（ る沢     
  
五 
） 「 

内村鑑 所収、     
J 一 下 敬 
事件」 ハウ ズ 

の （ 

一九 「覚人 -   
目 ） 

で見た @ *@@ こょ 

直接車 内村鑑 コ 

二 件 

  """" Ⅰ """" 一仁 @"-" """-"     

こ 時 

こ期 に、 か ょ 

、 そ う 

入 れ な こ 

間 ぞ 苦 の 
と れ 離 苦 
宗 の 観 難 
教 苦 の 観 
と 難 変 に 
の 観 還 立 
関 を は っ 
ィ糸   、 ，一 打 
が 種 内 勤 

、 く 村 が 
一 幸 と   

面 じ い 再 
で 、 ぅ 臨 
は そ 一 連 
あ れ 火 動 
る の の で 

が み 人 あ 

示 " が " 間る の。 
さ れ樋清 先生 
て 的 と 

い Ⅴ こ   
る 、 極 
よ 人 め 
3 間 て 
に の 密 
忍 苦 接 な ぅ 関 。 を 、 

解 係 
決 め 
す も 

る と 
も ヰこ 

の   
と 成 
信 士 

じ つ 
て も 

い の 

た で 
の あ 
で ・ っ 

あ た る 
。 各 

  

能
 で
あ
る
。
そ
の
時
を
固
く
信
じ
て
待
ち
望
む
べ
 き
 で
 あ
る
。
 

第
四
期
苦
難
は
、
人
間
の
 力
 で
は
消
滅
す
る
こ
と
が
 で
き
な
い
。
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
を
も
っ
て
 始
る
、
 神
の
国
 

到
来
に
よ
っ
て
の
み
 

可
 

こ
の
苦
難
観
に
立
つ
行
動
が
、
理
想
 回
 、
非
戦
論
で
あ
 る
 。
 

 
 

 
 

で
も
ち
、
再
編
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

" " 1 ㌔ ";"""""    ""     '"""   """" 一 """        """"--   

  第一 第一   
第 

  一 成 親 朋 用 土 

苦 こ 苦 こ 吉 @ 
難 の 難 の 難 単 
は 苦 は 苦 は な   
" 難 " 難 " が   

入 観 神 韻 因 ら   
間 に の に の 眺 
の 立 国 立 た め   

悪 つ の つ め て 

し 7 千 弓 イ 干 、 ぎ 
ぎ 動 で 動 有 た 
慾 が そ が 用 こ 

求 " れ " な と 

の 彼 を 米 人 が 
斯 の 見 国 と ら 

  
ら あ や 活 練 難 

、 る 苦 で で 観 
人 。   難 あ あ の 
硯 昂 で る る み 
の な 
@ む 、   ふ   
の な ナ - し 

中   ナ， Ⅰ 

ケ @ し び 
あ 大 ま 

る ぎ と 

め     て 

体 び み   
系 と よ 

を 転 ペソ ず 
キ る 

  
ス 

  
教 
倫 
理 
的 
価 
ィ直 

体 
系 
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内村鑑三に 

  

  お げそ ，人間 苦 の問題 

  （ 1 （ Ⅰ ム 21 （ ⅠⅠ 0 （ 9 
（ （ （     

Ⅰ 3             
て の 差 べ が 実 想え 究 

苦か 的も文 つ ・ 池仁 一も )l@  六 する。 著 三著 村元 （一九 想がま 密には 不満、 主観的 は目的 

独て り え か も れ 村 錦 二 にな よ " 不敬 のに " こえ休は 制 " ー Ⅰ - - ヒ エ 

事   
  

  

便 り 

宜 の 対な すっ 内は 村 、 山本 

分て る て の前 秦   がい 解い苦老 次 

平 は   仮   
召 す     
に べ の こ   末期 の・ アム 圭   家 ついて 政 て 諸     水 め こ   

Ill@ (111) 

  



  
 
 

 
 

 
 

収
 、
岩
田
方
彦
「
内
村
鑑
三
」
）
。
む
し
ろ
そ
の
批
判
の
方
に
 

、
 

 
 

社
会
性
を
ど
 

う
 考
え
る
か
、
の
把
握
が
不
十
分
で
あ
る
。
た
と
 

 
 

え
 
、
そ
の
再
臨
を
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
 
W
 ）
 隅
谷
 
三
喜
男
 
著
 「
日
本
社
会
と
キ
リ
ス
ト
教
」
（
一
九
五
 

六
）
 
、
セ
 
三
頁
。
 

（
 
亜
 ）
 社
ム
 
三
股
の
 
苦
と
 
、
内
村
個
人
の
苦
と
は
、
一
見
 

別
の
 
よ
 う
 に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
感
な
彼
の
性
格
 

か
 ら
み
て
、
そ
れ
が
、
 

容
 

易
 に
結
 
ひ
 つ
く
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
社
会
の
人
々
の
 

苦
し
 
み
ほ
 
、
彼
自
身
の
苦
し
み
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

こ
 の
よ
う
な
意
味
で
 

は
、
 
彼
の
思
想
上
、
社
会
性
の
把
握
を
不
十
分
と
す
る
批
判
は
 

あ
た
ら
な
い
。
（
た
と
え
ば
「
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
一
九
六
二
 

、
ハ
 
、
一
九
、
所
 

唱
導
し
て
い
た
時
代
に
も
、
内
村
な
り
の
社
会
性
の
把
握
は
存
 

在
し
て
い
た
と
思
 

う
 。
 

-
@
@
@
v
r
-
v
-
@
v
@
@
'
F
-
r
T
?
.
 

（
 
薦
 ）
本
論
で
は
、
彼
の
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
は
特
に
論
述
 

し
な
か
っ
た
。
宗
教
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
を
み
た
か
ら
で
あ
る
 

。
ま
た
、
述
べ
ら
れ
た
 

 
 

場
合
も
、
内
村
の
理
解
し
た
限
り
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
 

こ
 れ
は
儒
教
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
彼
を
離
れ
た
場
で
の
真
偽
は
 

、
こ
こ
で
は
問
題
 

で
な
い
。
 

壌
 
・
。
 

，
 

 
 



  

  

  
  

            
私
が
編
集
係
か
ら
依
頼
さ
れ
た
題
目
は
「
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
 教
 研
究
 

ほ
 つ
い
て
の
外
国
人
の
批
判
に
対
す
る
日
本
人
の
側
か
ら
の
 再
 批
判
」
と
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
恐
ろ
し
く
長
い
題
目
だ
か
 ら
 適
当
に
 

私
は
そ
れ
を
短
く
し
て
 前
 記
の
よ
う
な
題
目
と
し
た
の
で
あ
る
 

-
 

 
 

意
味
内
容
は
編
集
係
か
ら
の
依
頼
の
通
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
 を
 最
初
に
 

断
つ
て
お
ぎ
 皮
い
 。
 

こ
 う
 い
 う
テ
 一
 で
が
 取
上
げ
ら
れ
る
に
至
っ
た
き
っ
か
け
は
、
 

一
 三
年
 

前
に
出
版
さ
れ
た
 力
一
ル
 
・
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
（
の
 
ぃ
 （
 -
 目
ざ
ゴ
ぃ
 
す
っ
 コ
 ）
 の
 

「
キ
リ
ス
ト
教
神
字
へ
の
日
本
人
の
貢
献
 
ヒ
 ㊤
も
の
 コ
 の
お
の
。
 コ
 （
 
臣
 ヴ
申
庄
 
。
 コ
の
 

（
 
0
 の
 オ
 「
 @
 
の
 （
 
@
a
 
コ
ド
 二
の
 

0
-
0
 

指
 ）
と
云
う
書
物
だ
と
 私
は
 思
う
。
 日
本
人
の
 

書
い
た
神
学
書
を
外
国
語
 ゲ
 @
 眠
 択
 せ
よ
と
云
 
う
 声
は
数
年
前
か
 ら
 、
あ
ち
 

望
 

こ
ち
で
聞
え
て
い
た
矢
先
、
こ
の
書
物
が
出
た
と
云
 う
の
 
は
 、
著
者
の
い
 

わ
ゆ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
感
覚
の
鋭
さ
か
ら
来
る
も
 の
と
い
う
 

レ
ビ
 
@
 
ウ
 

点
で
敬
服
す
る
。
こ
の
書
物
に
紹
介
は
本
誌
 コ
 宗
教
研
究
 ヒ
に
 も
 昨
年
、
 

展
 

屯
さ
れ
た
か
ら
、
私
は
今
、
此
処
で
 此
 書
物
の
紹
介
め
い
 た
こ
と
を
す
る
 

 
 展

 

望
 

日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
研
究
に
 

対
す
る
外
人
の
批
判
に
つ
い
て
 円

 

七
口
 

菅
 

っ
 も
り
は
な
い
。
 
唯
 。
 
だ
 

・
私
は
此
の
書
物
に
対
す
る
私
の
批
判
を
 
 
 

り
 書
い
て
 見
皮
い
 。
そ
れ
は
、
此
の
書
物
の
中
に
私
も
引
合
い
に
 

出
さ
れ
、
 

拙
著
 コ
 理
性
と
啓
示
 b
 に
対
し
て
著
者
が
批
判
を
下
し
て
い
る
 。
私
は
そ
 

の
 批
判
を
再
批
判
し
て
尻
皮
い
の
で
あ
る
。
 

然
し
、
そ
の
前
に
先
ず
私
は
彼
が
序
文
の
申
で
云
っ
て
い
る
こ
 と
に
つ
 

い
て
の
批
判
が
ら
始
め
 支
 い
。
 

原
著
者
は
現
在
は
米
国
Ⅰ
 ユ
 ー
・
ジ
ャ
ー
シ
ー
州
の
 で
 ジ
ソ
ン
 市
 に
あ
 

る
 ド
リ
ュ
ー
大
学
の
組
織
神
字
の
教
授
で
あ
る
が
、
一
九
五
八
 年
に
日
本
 

の
神
学
大
学
と
青
山
学
院
大
学
か
ら
客
員
教
授
と
し
て
招
待
さ
 れ
て
、
 神
 

字
を
講
義
し
た
。
日
本
に
滞
在
し
た
の
は
 五
ケ
 月
で
、
そ
の
間
に
 、
こ
う
，
 
い
 

5
 仕
事
を
や
っ
て
の
げ
た
の
で
、
し
か
も
日
本
語
は
圭
 然
 知
ら
  
 

と
 序
文
に
断
つ
て
あ
る
。
勿
論
そ
う
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
彼
が
日
 

本
人
の
 
キ
 

リ
ス
ト
 教
 研
究
に
つ
い
て
持
つ
て
い
る
知
識
は
徹
頭
徹
尾
、
 彼
 の
 尊
敬
 す
 

る
 友
人
達
の
英
訳
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
序
の
中
で
、
 そ
の
国
の
 

言
ヰ
 世
知
ら
な
い
で
も
、
そ
の
国
の
こ
と
を
 書
 げ
な
い
こ
と
は
 な
い
と
 
云
 

ラ
 証
拠
と
し
て
コ
ム
 フ
 日
の
ロ
シ
ア
の
内
情
 L
 （
Ⅰ
 
コ
 の
乙
の
拍
二
 
%
 ざ
 円
 0
 毎
い
 
）
）
 

を
吉
 い
た
ジ
ョ
ン
・
ガ
ン
サ
ー
（
）
 

0
 プ
 コ
 の
 仁
 二
戸
 
ヰ
 0
%
 
）
と
、
㍉
 菊
と
 刀
目
 

（
 
円
 ぎ
の
 ゴ
 「
ち
ギ
珪
の
日
 由
ヨ
ゅ
コ
年
 
（
 
す
 の
の
 毛
 0
 臣
 ）
 と
い
 5
 「
日
本
 人
の
文
化
 

人
類
学
的
研
究
」
を
書
い
た
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
（
 

オ
 二
 %
 援
 の
コ
 
の
 宙
 5
 ヰ
）
 

と
を
引
合
い
に
出
し
て
い
る
。
 

ま
あ
、
こ
 
う
 い
っ
た
調
子
の
論
理
の
運
び
方
が
原
著
者
の
や
り
 方
で
あ
 

る
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
も
、
何
と
か
 ぅ
 軽
々
し
く
物
の
考
え
方
 を
す
る
人
 

 
 

か
と
い
う
こ
と
は
今
さ
ら
此
処
で
喋
々
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
 か
と
思
 う
 

が
、
 要
す
る
に
問
題
は
、
著
者
の
持
つ
て
い
る
材
料
が
ど
れ
 程
 優
秀
か
と
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い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
原
著
者
は
自
分
の
持
つ
て
い
 

る
 日
本
語
 

 
 

  

  

を
 批
評
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
彼
が
波
多
野
博
七
の
 
 
 

遠
 L
 を
誰
の
訳
に
よ
っ
た
の
か
知
ら
ぬ
が
、
 栢
当
 よ
く
研
究
し
 た
ら
し
い
 

の
で
、
波
多
野
博
士
を
批
評
し
て
い
る
私
に
く
つ
て
か
か
つ
て
 
 
 

 
 

し
い
。
 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
は
原
著
者
と
会
っ
た
こ
と
は
な
い
。
東
京
 に
、
そ
 

う
 い
 う
 米
国
人
が
来
て
い
る
と
は
聞
い
た
が
、
全
然
私
は
話
を
 し
た
こ
と
 

は
な
い
。
然
し
 、
 他
の
人
々
に
は
、
例
え
ば
渡
辺
と
か
熊
野
と
 か
 北
森
 と
 

か
と
い
う
人
々
に
は
会
っ
て
話
を
し
て
い
る
か
ら
、
彼
が
彼
ら
 の
 立
臼
室
戸
 

に
 

つ
い
て
書
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
恐
ら
く
疑
問
点
を
 質
 間
 し
て
い
 

る
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
今
、
私
は
こ
う
い
 う
 人
々
の
著
書
や
思
 想
 に
関
し
 

て
、
 果
し
て
彼
が
正
し
く
こ
れ
を
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
 い
ち
い
ち
 

此
処
で
検
討
し
ょ
う
と
は
し
な
い
。
 又
そ
 j
c
@
 

い
う
こ
と
を
な
し
 

得
る
程
に
 

此
 ら
の
人
々
の
著
書
や
思
想
を
私
は
研
究
も
し
て
い
な
い
。
 唯
 全
体
的
に
 

見
て
 、
 彼
の
述
・
 
へ
 方
は
非
常
に
荒
っ
ぽ
い
と
云
い
 度
い
 。
 大
 @
 
宇
 生
め
 り
ポ
 

｜
ト
 位
の
書
き
方
か
或
は
も
う
少
し
ょ
く
見
て
も
、
晃
自
適
 性
 開
一
般
に
 

沢
山
出
て
い
る
雑
誌
に
見
る
よ
う
な
極
め
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
チ
 ，
ク
な
述
 

へ
 方
で
あ
っ
て
 、
 深
み
と
か
鋭
さ
と
か
と
云
っ
た
よ
う
な
も
の
 を
 感
じ
た
 

い
 。
然
し
恐
ら
く
、
こ
 う
 い
う
人
々
に
つ
い
て
の
陳
述
は
多
分
 一
応
は
間
 

違
 が
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
出
版
前
に
草
稿
を
彼
ら
に
見
せ
て
、
 彼
ら
の
お
 

の
お
の
に
つ
い
て
書
か
れ
て
あ
る
部
分
を
批
評
し
て
も
ら
 っ
 て
 い
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
私
は
前
述
し
た
よ
 5
 に
 、
 会
っ
て
話
し
た
こ
と
は
 な
い
の
 

で
、
私
の
著
書
を
誰
か
が
翻
訳
し
た
も
の
だ
け
に
よ
っ
て
私
の
 主
張
を
理
 

解
し
て
い
る
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
私
が
司
理
性
と
啓
示
 b
 と
い
 ぅ
薯
 量
目
 
で
 

主
張
し
て
い
る
こ
と
を
全
然
理
解
し
て
い
な
い
で
、
し
か
も
 私
 の
 立
場
を
 

  



 
 

 
 

 
 

授
ご
，
ニ
 
@
:
,
,
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前
の
哲
学
的
宗
教
哲
学
と
は
全
く
逆
に
理
性
を
啓
示
に
基
礎
付
 ケ
 よ
 う
と
 

す
る
試
み
と
し
て
こ
れ
を
私
は
、
神
学
的
宗
教
哲
学
と
呼
ん
だ
。
 

そ
し
て
そ
 

う
 い
 う
 神
学
的
宗
教
哲
学
の
樹
立
の
必
要
を
説
い
て
、
こ
れ
を
 試
み
た
の
 

が
 ニ
ー
ミ
ル
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
で
あ
る
と
私
は
述
べ
た
。
マ
イ
ケ
   

私
の
此
処
 迄
 の
 論
 日
日
は
大
体
に
お
い
て
理
解
し
て
い
る
ら
し
い
 

が
 、
此
処
 

か
ら
 先
 ぎ
が
私
の
論
旨
に
お
い
て
一
番
大
切
な
所
で
あ
り
、
 又
 私
は
欧
米
 

に
お
い
て
も
未
だ
誰
も
は
つ
ぎ
り
さ
せ
た
か
つ
た
点
で
私
が
ひ
 そ
か
に
 自
 

負
 し
て
い
る
占
を
全
然
理
解
し
な
い
で
、
し
か
も
私
が
注
意
し
 て
 誤
解
な
 

い
 様
に
警
戒
し
つ
つ
述
べ
て
い
る
点
な
ど
は
お
か
ま
い
な
し
に
 警
戒
線
を
 

勝
手
に
突
破
し
て
、
す
つ
か
り
私
を
・
誤
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 

木
 「
 、
 細
い
 

論
旨
の
展
開
を
此
処
で
は
避
け
て
結
論
だ
け
を
云
え
ば
、
私
は
 前
述
の
神
 

学
的
宗
教
哲
学
は
更
に
細
く
二
 つ
 に
介
 が
 ね
ば
な
ら
な
い
と
 主
 張
 す
る
の
 

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
バ
ル
ト
は
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
よ
う
に
宗
教
 哲
 字
を
扱
っ
 

て
い
な
い
。
バ
ル
ト
は
 唯
 神
字
し
か
も
教
義
学
の
み
を
扱
っ
て
 、
特
別
に
 

宗
教
苗
字
と
い
う
独
立
し
た
字
間
の
必
要
を
認
め
て
い
な
い
 
よ
さ
で
あ
 

る
 」
伏
し
ブ
ル
ン
ナ
ー
が
云
 う
 と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
自
由
主
義
 神
字
に
お
 

げ
る
宗
教
哲
学
は
神
学
研
究
に
お
け
る
最
高
の
位
置
を
占
め
、
 神
字
が
主
 

張
 す
る
真
理
を
基
礎
付
け
る
営
み
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
 の
に
反
し
 

て
 、
弁
証
法
神
学
に
お
い
て
は
宗
教
哲
学
は
、
そ
の
よ
う
な
 量
 局
の
位
置
 

を
 占
め
な
い
。
何
故
な
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
は
聖
書
を
通
 

し
て
の
神
 

の
言
の
啓
示
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
宗
教
哲
学
 に
よ
っ
て
 

そ
の
真
理
が
基
礎
付
け
ら
れ
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
 わ
ら
ず
 宗
 

⑮
 

 
 

教
 哲
学
を
必
要
と
す
る
の
は
、
何
事
に
つ
い
て
も
そ
れ
が
真
理
 で
あ
る
事
 

 
 

を
 決
定
す
る
最
後
の
法
延
は
理
性
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
現
代
 人
 に
対
し
Ⅱ
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て
、
 神
の
こ
と
に
つ
い
て
の
真
理
決
定
を
す
る
最
後
の
法
廷
は
 理
性
で
な
 

く
し
て
、
啓
示
で
あ
る
こ
と
を
何
よ
り
 先
 ぎ
に
明
か
に
し
て
お
 く
 必
要
が
 

あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
真
理
は
神
の
言
で
あ
る
聖
書
の
研
究
と
 し
て
の
神
 

字
 の
み
で
十
分
で
あ
る
が
、
神
字
の
研
究
を
す
る
た
め
の
準
備
 行
動
と
し
 

て
 、
啓
示
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
明
か
 に
し
て
お
 

か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
神
に
関
し
て
は
啓
示
が
最
後
の
法
廷
 で
あ
っ
て
 

理
性
で
は
な
い
、
然
し
理
性
は
無
視
さ
れ
る
の
で
な
い
。
啓
示
 を
理
解
す
 

る
に
は
理
性
が
働
か
な
く
て
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
、
啓
示
 と
理
 性
 と
は
ど
 

ぅ
 違
い
、
 又
 ど
 う
 関
係
す
る
か
と
い
う
事
の
研
究
が
必
要
と
な
 る
が
、
 そ
 

れ
は
神
学
プ
ロ
パ
ー
の
研
究
 
ス
 は
神
学
の
中
心
に
位
す
る
 研
 究
 で
は
な
 

く
 、
神
学
の
周
辺
に
位
す
る
神
学
へ
の
準
備
学
問
で
あ
る
。
 然
 し
 前
述
の
 

如
く
、
理
性
万
能
主
義
に
お
ち
い
つ
て
い
る
現
代
人
に
は
も
は
 や
啓
示
 と
 

い
 う
事
 そ
の
事
が
解
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
啓
示
 と
 理
陛
 と
の
 

差
違
と
関
係
と
い
う
事
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
現
代
の
神
学
に
 お
が
る
 佳
 

眉
の
急
を
 つ
 げ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
が
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
有
名
 な
コ
神
学
 

の
も
う
一
つ
の
課
題
 L
 と
い
う
論
文
の
論
旨
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
パ
ル
ト
は
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
 の
 啓
示
 

と
 理
性
の
関
係
に
つ
い
て
の
研
究
は
神
字
で
は
な
い
人
問
手
印
 ち
 苗
字
 で
 

あ
っ
て
、
 哲
 宇
の
営
み
を
神
字
の
営
み
と
混
同
し
て
は
い
け
た
 

自
己
を
啓
示
す
る
時
に
、
人
間
の
理
性
の
中
に
あ
る
「
結
び
付
 

結
び
つ
い
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
な
ど
と
人
間
が
云
 う
 資
格
は
 

わ
か
る
㍉
結
び
付
き
点
 L
 の
問
題
を
重
要
視
し
た
が
、
バ
ル
ト
 

し
 、
 又
 啓
示
は
理
性
と
結
び
つ
い
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
 云
 

の
で
あ
る
。
ブ
ル
ン
ナ
ー
は
啓
示
と
理
性
と
の
関
係
と
い
う
 
事
 

ぎ
点
 L
 と
 

な
い
。
 啓
 

は
、
 神
が
 

い
と
云
う
 

つ
て
、
 い
 

を
 主
張
 

示
は
神
の
す
る
絶
対
自
由
の
行
為
で
あ
っ
て
、
人
間
が
神
の
啓
 示
 は
こ
う
㎎
 

 
 

い
 う
ふ
う
 に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
 な
，
 
と
と
神
に
云
わ
ば
ム
 %
 す
る
 と
も
い
 う
 

述
べ
た
。
す
な
わ
ち
啓
示
と
は
神
の
行
為
の
こ
と
で
、
人
間
が
 

へ
ぎ
 資
格
は
な
い
。
も
し
、
人
間
の
中
に
㍉
結
び
付
き
点
 
L
 が
な
 こ

れ
に
 
っ
 

 
 

神
は
こ
れ
を
無
か
ら
創
造
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
が
 バ
 ル
ト
 
の
 

論
旨
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、
パ
ル
ト
自
身
は
云
 ご
 ，
い
な
い
  
 

の
 云
わ
ん
と
す
る
 
所
甘
 私
が
私
な
り
に
説
明
し
て
次
ぎ
の
よ
 う
 に
 拙
著
で
 

い
て
論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
か
ら
ブ
ル
ン
ナ
ー
が
啓
示
 と
 理
性
の
 

関
係
と
云
っ
て
い
る
時
の
啓
示
な
る
も
の
は
、
啓
示
そ
の
も
の
 で
な
く
し
 

て
 啓
示
に
つ
い
て
の
人
間
の
経
験
な
の
で
あ
る
」
啓
示
と
は
 今
 起
る
出
来
 

事
で
あ
り
、
啓
示
に
つ
い
て
の
人
間
の
経
験
と
は
出
来
 叫
撰
す
 ん
だ
あ
と
 

を
 見
る
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
字
間
と
か
知
識
と
か
と
 君
速
一
 般
に
ょ
ば
 

れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
人
間
の
経
験
の
反
省
で
お
る
。
 従
っ
て
 哲
 

手
 を
も
含
め
て
す
べ
て
の
学
問
 は
 、
人
間
の
経
験
の
丘
 古
 で
あ
  
 

ン
ナ
ー
の
云
 
う
 啓
示
と
理
性
の
関
係
も
、
厳
密
に
云
え
ば
、
 

人
 間
の
経
験
 

の
中
に
お
け
る
神
の
啓
示
又
は
神
の
啓
示
に
つ
い
て
の
人
間
の
 持
っ
た
 経
 

験
 と
人
間
の
理
性
の
働
ぎ
に
つ
い
て
の
人
間
の
経
験
と
此
の
二
 つ
の
関
係
 

の
 反
省
で
あ
る
。
そ
う
い
う
営
み
は
人
間
の
経
験
の
全
体
と
根
 本
 と
に
 関
 

保
 す
る
も
の
と
し
て
苗
字
 的
 、
又
は
人
問
手
酌
営
み
で
あ
る
こ
 と
は
 云
ヮ
 

造
 ら
な
い
。
然
し
そ
れ
は
何
処
ま
で
も
哲
学
で
あ
っ
 
@
 
 神
 宇
 で
は
な
 

い
 。
そ
れ
だ
の
に
ブ
ル
ン
ナ
ー
が
、
そ
う
い
う
営
み
を
「
神
学
 の
 。
も
 
う
一
 

つ
の
課
題
 怯
 と
し
ょ
う
と
す
る
の
は
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
が
神
字
 と
 呼
ぶ
と
こ
 

も
の
も
の
と
、
バ
ル
ト
が
神
字
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
が
同
じ
   

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
同
じ
神
学
と
云
 う
 舌
口
薬
を
使
っ
て
も
、
 プ
 ル
ン
ナ
 @
 



 
 

 
 

 
 

    
の
神
学
と
バ
ル
ト
の
神
学
と
は
構
造
が
違
う
の
で
あ
る
。
バ
ル
 ト
 の
神
字
 

と
 ブ
ル
ン
ナ
ー
の
神
字
と
が
違
 う
 
一
番
根
本
の
占
は
、
プ
ル
 
ン
 ナ
｜
 神
字
 

は
そ
の
思
惟
の
仕
方
が
や
は
り
哲
学
的
思
惟
の
上
に
立
つ
て
い
 る
の
に
 対
 

し
て
、
バ
ル
ト
神
学
は
哲
学
的
思
惟
と
は
違
う
と
こ
ろ
の
神
字
 的
 思
惟
の
 

上
に
立
つ
て
い
る
と
い
う
占
に
あ
る
。
神
学
的
思
惟
と
は
 バ
ル
 ト
の
 言
葉
 

に
ょ
 れ
ば
 同
 祈
り
の
中
で
考
え
る
と
い
う
思
惟
 し
 或
は
 コ
 啓
示
の
 
下
で
す
る
 

思
惟
 ヒ
 で
あ
る
。
私
は
今
此
処
で
こ
の
神
学
的
 偲
惟
が
 
如
何
な
 る
 内
容
の
 

も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
細
く
述
べ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
 そ
れ
は
 拙
 

著
に
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
そ
し
て
父
神
学
的
思
惟
が
何
で
あ
 る
か
を
 明
 

か
に
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
バ
ル
ト
の
立
場
に
立
つ
神
字
的
 宗
教
哲
学
 

。
た
と
云
 
う
 こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
が
私
の
主
張
で
あ
る
。
切
去
 

 
 

は
 宗
教
哲
学
と
い
う
学
問
を
特
別
に
独
立
し
て
立
て
る
必
要
を
 認
め
て
い
 

な
い
。
教
義
学
の
序
説
の
中
で
そ
れ
が
出
来
る
と
考
え
て
い
る
 
 
 

れ
な
い
。
然
し
私
は
何
処
ま
で
も
、
此
の
神
学
的
思
惟
と
は
 如
 何
な
る
 思
 

性
 で
あ
る
か
を
普
通
一
般
の
思
惟
と
の
関
係
に
お
い
て
明
か
に
 す
る
こ
と
 

は
 、
宗
教
に
関
し
て
も
哲
学
的
思
惟
し
か
知
ら
ず
し
て
、
神
学
 的
 思
惟
が
 

如
何
な
る
も
の
か
を
全
然
知
ら
な
い
と
云
っ
て
も
よ
い
非
キ
リ
 ス
ト
救
国
 

に
お
い
て
は
、
神
字
的
屈
性
と
は
如
何
な
る
思
惟
で
あ
る
か
 

特
に
神
 

字
と
哲
字
 
と
の
区
別
と
関
係
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
大
事
 であ
る
」
 

バ
ル
ト
が
此
の
占
を
特
に
強
調
し
な
い
か
ら
、
バ
ル
ト
は
誤
解
 さ
れ
る
の
 

望
 

だ
と
私
は
考
え
る
。
そ
の
 薦
 め
に
、
私
は
神
学
的
思
惟
を
 明
か
に
す
る
 @
 
字
 

問
 と
し
て
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
と
は
違
 う
 神
字
的
宗
教
苗
字
の
 樹
 立
を
主
張
 

す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
何
処
迄
も
神
学
プ
ロ
パ
ー
の
研
究
 に
 対
す
る
 

展
 

補
助
学
問
で
あ
っ
て
、
そ
の
営
み
そ
れ
自
身
は
人
間
の
経
 験
の
分
析
で
あ
 

り
 、
そ
の
意
味
で
は
 哲
字
的
 営
み
で
あ
る
 "
 従
っ
て
こ
れ
を
㍉
 ゆ
 字
の
も
 

う
 
一
つ
の
課
題
 L
 と
は
認
め
な
い
が
、
神
学
研
究
に
対
す
る
不
可
 

 
 

手
酌
課
題
と
し
て
認
め
支
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
事
実
と
し
 イ
 
Ⅰ
、
心
不
軌
捌
い
 

哲
学
を
樹
立
し
こ
れ
を
神
学
の
も
う
一
つ
の
課
題
を
し
ょ
う
 と
 す
る
 フ
 ル
 

ン
ナ
ー
の
立
場
を
、
前
述
の
哲
学
的
宗
教
哲
学
と
全
く
型
を
異
 に
す
る
 宗
 

教
 哲
学
と
し
て
、
神
学
的
宗
教
哲
学
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、
バ
ル
 ト
 神
学
の
 

立
場
に
立
つ
者
と
し
て
の
私
は
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
神
学
的
宗
教
 哲
 学
 を
そ
の
 

ま
ま
で
は
承
認
出
来
な
い
、
従
っ
て
此
処
に
神
学
的
宗
教
哲
学
 の
中
に
も
 

ラ
 
一
つ
の
形
が
あ
る
べ
き
だ
と
私
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
  
 

さ
て
、
い
さ
さ
か
私
の
主
張
を
述
べ
る
の
に
時
を
費
し
す
ぎ
た
 よ
う
だ
 

が
 、
以
上
の
よ
う
な
占
を
よ
く
理
解
し
な
い
で
、
い
き
な
り
て
   

ン
は
ロ
 ・
菅
は
ブ
ル
ン
ナ
ー
が
此
の
型
（
神
学
的
宗
教
哲
学
）
の
 最
も
明
 

白
な
例
で
あ
る
と
考
え
る
 ロ
 
（
 一
 三
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
 

そ
し
て
 続
 

い
て
バ
ル
ト
 
と
 ブ
ル
ン
ナ
ー
論
争
問
題
に
移
り
、
し
か
し
、
 

ョ
 
 
 

フ
ル
ン
ナ
ー
の
違
い
に
つ
い
て
の
菅
の
区
別
は
極
め
て
用
心
深
   

ン
ナ
ー
は
論
理
的
に
は
 正
 い
が
、
バ
ル
ト
は
実
践
的
に
は
正
し
   

て
 
「
勿
論
、
私
は
バ
ル
ト
か
ら
出
発
す
る
」
と
仮
首
 は
 云
 う
 L
 
（
一
一
二
一
 

 
 

頁
 ）
と
述
べ
て
い
る
が
、
拙
著
て
は
 コ
 論
理
的
 L
 と
は
、
私
は
 
云
っ
て
な
 

㍉
理
論
的
し
と
云
っ
て
い
る
。
ま
た
 

司
 勿
論
、
私
は
バ
ル
 ト
 が
ら
 出
 

発
す
る
 L
 と
 云
 う
 引
用
句
は
拙
著
の
何
処
に
あ
る
の
か
私
は
知
   

更
に
 又
 
「
ブ
ル
ン
ナ
ー
を
菅
が
実
践
的
に
拒
否
す
る
の
は
、
 

プ
  
 

の
 宗
教
哲
学
は
人
間
の
中
に
あ
る
何
物
か
１
例
え
ば
神
を
知
ら
 ん
と
す
る
⑦
 

 
 

人
間
の
無
意
識
的
な
理
性
の
憧
 漫
 の
 如
 ぎ
も
 １
 の
上
に
築
ぎ
つ
 つ
 人
間
 

を
 増
大
せ
ん
と
す
る
の
に
反
し
て
、
パ
ル
ト
の
「
宗
教
習
字
 L
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し
す
る
と
い
う
彼
の
信
念
に
基
い
て
い
る
し
二
三
一
頁
）
 と
述
 へ
て
あ
る
 

が
 、
こ
れ
な
ど
は
全
く
お
話
し
に
な
ら
な
い
種
目
 
茶
 苦
茶
で
あ
る
  
 

の
 「
宗
教
哲
学
 L
 な
ど
と
い
う
言
葉
を
私
は
一
度
も
用
い
た
こ
と
 は
な
い
。
 

し
か
も
引
用
の
カ
ツ
 コ
 の
中
に
入
れ
て
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
 

こ
 れ
は
拙
著
 

の
 邦
訳
者
の
訳
を
文
字
通
り
拙
著
の
中
に
あ
る
も
の
と
考
え
た
 の
で
あ
ろ
 

5
 が
 、
 全
く
軽
率
極
る
や
り
方
で
あ
る
。
そ
れ
に
私
は
バ
ル
ト
 は
 宗
教
 哲
 

学
を
扱
っ
て
い
な
い
で
、
神
字
 。
 教
義
学
の
み
に
専
心
し
て
い
 る
と
 繰
返
 

し
 云
っ
て
い
る
し
、
ス
ル
ト
の
宗
教
哲
学
」
な
ど
と
い
う
と
 ん
 で
も
な
い
 

言
葉
が
飛
び
出
し
て
来
る
の
に
は
、
あ
ぎ
れ
は
て
た
。
こ
 う
い
 う
よ
う
に
 

文
字
の
使
い
方
を
一
つ
一
つ
取
り
上
げ
れ
ば
、
そ
の
不
注
意
 さ
 粗
雑
さ
を
 

い
く
ら
で
も
指
摘
出
来
る
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
は
切
り
が
な
 
い
か
ら
、
 

こ
の
位
に
し
て
お
く
が
、
最
後
に
も
う
一
つ
云
い
皮
い
こ
と
は
、
 

マ
イ
ケ
ル
 

ソ
ン
 は
波
多
野
博
士
の
㍉
時
と
永
遠
 L
 と
ヱ
 小
数
哲
学
 L
 と
に
 塞
 い
た
彼
 

の
 判
断
か
ら
す
る
と
、
㍉
菅
は
波
多
野
に
つ
い
て
間
違
っ
て
い
る
 
ヒ
と
 断
定
 

し
 、
「
波
多
野
の
晩
年
の
著
書
は
 、
 菅
が
「
神
学
的
宗
教
哲
学
 」
と
呼
ぶ
 

と
こ
ろ
の
も
の
の
関
連
の
枠
の
中
に
位
置
づ
げ
ら
れ
る
に
ふ
さ
  
 

何
故
そ
う
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
 第
 一
に
 、
そ
 

れ
 ろ
 
（
波
多
野
の
あ
の
こ
著
書
）
は
、
宮
本
の
諸
著
書
が
す
る
 よ，
っ
，
に
、
 

キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示
の
権
威
を
明
白
に
前
提
と
し
て
い
る
。
 第
 二
に
 、
キ
 

リ
ス
ト
教
は
、
永
遠
の
人
格
主
義
的
顕
現
と
し
て
見
ら
れ
て
お
り
 

、
そ
の
 
顕
 

現
は
丁
度
ア
ガ
ペ
 
l
 が
 ヱ
 ロ
ー
ス
を
越
え
て
行
く
よ
 
う
 に
哲
学
 を
 越
え
て
 

行
く
。
然
し
菅
は
波
多
野
の
か
く
し
て
天
宮
本
の
、
宗
教
哲
学
 の
中
の
 
一
 

つ
の
重
要
な
要
素
を
見
の
が
し
て
い
る
㌔
（
 
一
 三
二
頁
）
 
と
一
 
云
っ
て
 い
 

る
 。
波
多
野
博
士
に
対
す
る
私
の
見
解
が
間
違
っ
て
い
る
と
 云
 わ
れ
て
い
 

る
が
、
こ
れ
は
、
実
は
私
が
宗
教
哲
学
を
哲
学
的
宗
教
哲
学
と
 神
学
的
 宗
 
0
0
 

 
 

教
哲
宇
 と
に
二
大
別
し
、
前
者
の
中
に
は
ト
レ
ル
チ
、
ウ
ォ
ッ
 バ
 ミ
ン
，
 
も
 

入
れ
る
と
云
 う
 私
の
見
解
に
対
し
て
私
の
恩
師
波
多
野
博
士
の
 批
判
を
仰
 
皿
 

い
だ
時
、
先
生
か
ら
の
 私
 宛
の
私
信
の
中
で
、
先
生
自
身
が
自
 分
の
七
万
 教
 

哲
学
は
ウ
オ
ッ
 バ
 ミ
ン
の
型
に
属
す
る
と
云
っ
て
来
ら
れ
た
の
 で
、
そ
の
 

こ
と
を
拙
著
の
中
で
註
の
中
に
書
い
て
お
い
た
。
だ
か
ら
私
が
 波
多
野
元
 

生
の
宗
教
哲
学
を
哲
学
的
宗
教
哲
学
の
中
に
入
れ
た
の
で
な
く
 、
先
生
自
 

身
 が
そ
 う
 云
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
且
つ
又
別
に
私
は
拙
著
の
中
 で
 先
生
の
 

宗
教
哲
学
を
特
に
取
上
げ
て
論
じ
て
は
い
な
い
。
と
に
か
く
、
 

先
 生
の
宗
教
 

哲
学
を
哲
学
的
宗
教
哲
学
だ
と
云
っ
た
の
は
、
私
自
身
で
な
く
 、
先
生
自
 

身
 な
の
だ
か
ら
、
も
し
私
が
間
違
っ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
 先
 生
 が
間
違
 

つ
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
波
多
野
の
著
書
 は
 私
が
一
 ム
う
 「
 神
 

学
的
宗
教
哲
学
 L
 に
属
す
る
と
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
は
云
っ
て
い
る
 が
、
 私
の
 

云
 う
 
「
神
学
的
宗
教
哲
学
し
に
は
二
種
類
あ
る
が
、
そ
の
中
の
 ど
ち
ら
に
 

坐
 る
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
は
阿
も
云
っ
て
な
い
。
そ
う
だ
と
 云
 ぅ
 彼
の
あ
 

げ
る
二
つ
の
理
由
を
見
る
と
、
第
一
は
キ
リ
ス
ト
教
の
啓
示
の
 権
威
を
前
 

提
 と
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
キ
リ
ス
ト
教
を
永
遠
の
人
格
主
 義
的
 顕
現
 

と
 見
て
い
る
こ
と
、
の
二
つ
で
あ
る
が
、
そ
う
な
ら
ト
レ
ル
チ
 や
ウ
ォ
ツ
 

パ
 ミ
ン
だ
つ
て
神
学
的
宗
教
哲
学
だ
 け
 云
 う
 こ
と
に
な
る
。
 
い
 ず
れ
に
し
 

て
も
、
人
の
云
 う
 こ
と
を
 よ
 く
理
解
し
な
い
で
、
し
か
も
人
の
 使
っ
て
 
い
 

る
 言
葉
を
わ
ざ
わ
ざ
引
用
の
カ
ッ
コ
に
入
れ
て
、
自
分
勝
手
な
 意
味
に
解
 

釈
し
て
用
い
て
い
る
よ
う
な
や
り
方
で
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
 思
 う
 。
何
 

も
 私
の
著
書
を
扱
っ
た
部
分
は
原
著
書
の
中
心
で
は
な
い
の
だ
 か
ら
、
 
い
 

い
 加
減
に
扱
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
や
し
く
も
人
の
説
 を
 紹
介
し
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望 

批
判
す
る
の
な
ら
、
も
つ
と
用
意
周
 

当
 で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
 
出
 来
る
こ
と
 

な
ら
、
私
に
会
っ
て
私
の
意
見
を
聴
取
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

だ
か
ら
私
の
云
い
皮
い
事
は
、
日
本
語
が
出
来
な
い
く
せ
に
、
 日
本
人
 

の
 書
い
た
書
物
を
他
人
の
翻
訳
だ
げ
に
た
よ
っ
て
し
ょ
う
と
す
 る
よ
う
な
 

國
バ
 賂
に
お
 ぢ
 ず
の
行
為
は
 、
 余
り
に
も
軽
率
で
あ
る
。
長
い
 間
 、
日
本
 

に
 滞
在
し
て
い
る
宣
教
師
で
さ
え
踊
躍
し
て
い
た
事
を
大
胆
に
 や
っ
て
の
 

げ
た
、
向
 う
 見
ず
の
勇
気
に
は
感
服
す
る
が
、
ス
人
を
馬
鹿
に
 し
て
い
る
 

と
も
思
わ
れ
る
。
い
や
し
く
も
一
神
学
校
の
組
織
神
学
の
教
授
 と
も
あ
ろ
 

う
 者
が
、
こ
う
い
 う
 学
的
良
心
の
な
い
事
を
す
る
の
で
ほ
 、
引
 い
て
は
 米
 

国
の
学
問
ま
で
が
疑
わ
れ
て
来
る
恐
れ
が
あ
る
。
 

こ
の
こ
と
に
関
し
て
も
、
痛
切
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
 う
 い
 5
 位
 

事
は
や
は
り
日
本
人
が
や
る
べ
 き
 こ
と
だ
と
思
 
う
 。
日
本
の
神
 め
ず
研
究
の
た
ん
 

現
状
と
か
傾
向
と
か
を
、
責
任
あ
る
、
そ
し
て
 ス
 資
格
も
あ
り
 語
学
も
堪
 

能
で
あ
る
人
が
、
外
国
に
先
ず
紹
介
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
そ
れ
 

の
 
@
 

を
し
な
い
 

な
ま
 

と
、
 こ
 う
 い
 う
 不
手
際
な
も
の
が
出
版
き
れ
て
、
そ
し
て
生
半
 じ
 や
く
の
 

理
解
で
日
本
人
の
思
想
を
批
評
す
る
と
い
う
よ
う
な
危
険
さ
え
 起
つ
て
 
来
 

る
 。
近
い
う
ち
に
日
本
キ
リ
ス
ト
教
学
会
が
日
本
の
キ
リ
ス
ト
 教
学
の
現
 

状
を
各
方
面
に
わ
た
っ
て
展
望
し
た
も
の
を
出
す
筈
だ
が
、
 禾
 だ
 実
物
を
 

見
な
い
か
ら
何
と
も
云
え
た
い
け
れ
ど
も
、
も
し
い
い
も
の
な
 ら
 こ
 う
い
 

う
も
の
こ
そ
英
訳
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
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即
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
思
惟
は
、
そ
の
 働
 ら
ぎ
か
け
る
層
面
の
異
 な
る
に
 

従
っ
て
、
経
験
的
、
実
証
的
か
ら
評
価
的
、
超
越
的
と
い
う
よ
 う
 に
愛
 づ
 

て
く
る
が
、
真
実
性
の
追
及
と
い
う
点
で
は
共
通
の
方
向
を
目
 揖
し
て
い
 

る
 。
実
証
的
思
惟
は
科
学
的
知
識
と
な
り
、
評
価
的
思
惟
 と
超
 越
的
 思
惟
 

は
 哲
学
的
認
識
と
な
る
と
し
て
、
常
識
、
自
然
科
学
、
哲
学
、
 め
 
下
散
 と
い
 

き
よ
う
に
表
面
か
ら
深
部
へ
と
、
い
わ
ば
「
上
か
ら
の
道
 ヒ
を
 辿
っ
て
 逆
 

観
 １
１
そ
れ
は
上
ず
み
の
抽
象
的
 艮
 惟
か
ら
底
に
あ
る
具
体
的
 思
惟
へ
と
 

深
く
入
り
込
む
道
筋
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
 
下
か
ら
の
 

逆
 」
を
歩
ん
で
 順
観
 す
る
と
、
も
と
も
と
自
然
科
学
的
知
識
も
 哲
学
的
 認
 

識
も
宗
教
的
知
 慧
 の
う
ち
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
 

主
体
的
な
 

本
書
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
、
宗
教
を
直
観
や
情
感
と
対
陣
す
る
 知
性
に
 

よ
っ
て
基
礎
 づ
 げ
て
宗
教
の
独
自
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
れ
 迄
 0
%
 
小
 数
哲
 

学
的
思
惟
か
ら
離
れ
て
、
宗
教
経
験
の
事
態
そ
の
も
の
の
う
ち
 に
あ
る
 知
 

性
 に
よ
っ
て
宗
教
の
独
自
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
と
 
著
者
は
い
 

う
 。
 

梶
君
 
光
運
 

書
 

 
 

評
 
，
 @
 

佐
藤
 賢
順
著
 
「
宗
教
 
の
 論
理
と
表
現
」
 

  趣 旨 皆 らの 即 れでと か 連い 上い者 傾 が と も 宗 
兵 科 に 我 空 然共思 ちがあ で 。 で続も のかは次長かの 教 
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ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
三
つ
の
形
態
の
知
識
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
 志
向
す
る
 

と
こ
ろ
の
対
象
の
層
面
の
異
な
る
に
従
っ
て
多
元
論
的
と
な
つ
 て
く
る
。
 

そ
し
て
そ
こ
か
ら
具
体
的
現
実
的
対
象
面
に
適
用
さ
れ
る
自
然
 科
学
的
 思
 

惟
と
 、
立
体
的
超
越
的
領
域
の
層
へ
適
用
さ
れ
る
哲
学
的
思
惟
 と
 、
 栢
依
 

栢
 関
の
縁
起
へ
志
向
さ
れ
る
宗
教
的
思
惟
と
の
、
そ
れ
ぞ
れ
が
 依
り
所
と
 

す
る
論
理
、
法
則
と
方
法
と
が
異
な
っ
て
く
る
。
科
学
的
思
惟
 の
込
 
珊
囲
仕
は
 

静
態
的
で
あ
り
、
哲
学
的
思
惟
の
そ
れ
は
一
部
分
は
静
態
的
、
 一
部
分
は
 

動
態
的
で
あ
り
、
宗
教
的
思
惟
の
そ
れ
は
動
態
的
で
あ
る
。
 

東
洋
的
な
考
え
方
に
 ょ
 れ
ば
、
思
惟
の
向
 5
 対
象
は
、
実
体
と
 か
 本
質
 

と
か
い
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
事
態
と
か
事
実
と
か
 関
係
と
か
 

呼
ば
れ
る
べ
 
き
 事
柄
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
体
験
を
通
し
て
意
識
 に
 取
上
げ
 

ら
れ
、
自
覚
さ
れ
て
学
的
に
認
識
さ
れ
た
場
合
が
論
理
学
で
あ
 る
 。
こ
の
 

事
態
が
学
的
に
自
覚
さ
れ
る
仕
方
は
個
人
的
、
社
会
的
、
歴
史
 的
な
事
情
 

に
よ
っ
て
異
な
ご
・
、
く
る
。
ギ
リ
シ
ャ
或
は
申
 

世
の
 ス
コ
ラ
的
 払
 師
 理
学
、
 

近
世
の
先
験
的
論
理
学
、
乃
至
は
弁
証
法
的
論
理
学
な
ど
様
々
 な
 展
開
の
 

仕
方
を
し
て
い
る
。
従
っ
て
論
理
学
の
歩
み
を
全
体
に
わ
た
っ
 て
綜
ム
 口
 約
 

に
 眺
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
 う
 し
な
け
れ
ば
論
理
と
い
   

局
部
的
に
し
か
把
握
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
意
味
 で
 広
く
論
 

理
学
を
概
観
す
れ
ば
、
形
式
論
理
学
、
先
験
論
理
学
、
弁
証
 
法
的
論
理
 

字
 、
 棺
即
 論
理
、
類
比
論
理
の
五
つ
に
分
た
れ
る
。
そ
し
て
 形
 試
論
理
学
 

評
 

と
先
験
論
理
学
は
静
態
的
論
理
で
あ
り
、
弁
証
法
は
動
態
 約
 論
理
と
し
て
 

区
別
さ
れ
、
動
態
的
で
あ
る
も
の
は
具
体
的
で
あ
り
、
主
体
 
的
で
あ
 っ
 

て
 、
動
態
か
ら
の
固
定
、
主
体
的
自
覚
か
ら
の
客
観
的
観
想
、
 反
省
は
 、
 

書
 
具
体
か
ら
の
抽
象
で
あ
り
中
心
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
 そ
 の
 意
味
で
静
態
 

約
論
理
は
事
態
の
核
心
か
ら
離
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
 

弁
証
法
と
 

い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
場
合
で
も
、
そ
れ
の
本
来
の
活
動
性
、
 

具
体
性
は
 

 
 

 
 

な
く
て
形
式
論
理
学
的
、
悟
性
論
理
的
で
あ
っ
て
、
動
態
的
論
 

理
の
抽
象
 

化
と
い
う
欠
点
に
陥
る
の
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
 

弁
 証
 法
の
 最
 

も
具
体
的
な
所
以
は
、
そ
れ
が
事
態
の
発
展
契
機
を
段
階
的
に
 

空
間
的
に
 

展
開
せ
ず
に
、
そ
の
発
展
契
機
の
何
れ
の
瞬
間
に
お
い
て
も
、
 

他
 の
す
 ，
へ
 

て
の
契
機
を
自
ら
の
う
ち
に
包
み
な
が
ら
推
進
し
躍
動
す
る
時
 

問
的
 発
展
 

で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
こ
に
い
 

う
 時
間
と
は
根
源
 
時
間
的
、
 

絶
対
現
在
的
時
間
で
あ
る
。
こ
の
 

2
5
 

な
弁
証
法
の
究
極
の
様
 

栢
が
 相
即
 

論
理
で
あ
る
。
 

そ
こ
で
東
西
思
想
の
比
較
研
究
は
そ
の
共
通
性
と
差
異
性
と
の
 

両
面
か
 

ら
両
 思
想
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
べ
ぎ
で
 

旺
 っ
て
そ
の
共
通
 
性
 の
一
面
 

と
し
て
弁
証
法
的
思
惟
（
中
論
理
的
思
惟
）
を
命
取
り
上
げ
て
 

い
る
わ
 
け
 

で
あ
る
。
し
か
し
東
西
思
想
の
共
通
性
相
似
性
と
い
う
 

点
 七
才
 め
る
に
 
急
 

な
る
余
り
、
こ
れ
を
同
様
の
も
の
と
し
て
混
同
し
て
、
本
質
的
 

に
 実
っ
て
 

い
る
特
色
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
西
洋
弁
証
法
は
予
め
 

実
 体
を
想
定
の
 

 
 
 
 

し
て
、
そ
れ
が
即
自
 

態
 に
対
し
て
矛
盾
を
定
立
し
 

、
 更
に
そ
の
 
矛
盾
を
止
  

 

撮
 統
一
し
て
、
一
層
本
質
的
な
自
己
を
認
識
し
自
己
を
実
現
す
 

る
の
で
あ
 ば
 



一
 
"
"
"
"
"
 

 
 

  

間
 的
な
も
の
で
あ
る
。
宗
教
経
験
は
弁
証
法
的
図
式
を
超
え
て
 根
源
時
間
 

的
に
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
捉
え
る
の
が
 相
 即
 論
理
で
 

 
 

"
.
-
 

ャ
町
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戸
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巨
 
ニ
千
 

る
が
、
仏
教
の
中
論
理
は
日
常
の
経
験
的
な
意
識
に
と
っ
て
 個
 別
 的
な
存
 

在
 と
し
て
・
実
在
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
そ
れ
 

丈
 け
で
孤
立
的
 に
 存
在
す
 

る
と
は
見
ず
に
、
そ
れ
の
よ
っ
て
存
立
す
る
条
件
を
見
出
し
て
 、
そ
の
 存
 

在
 が
他
の
媒
介
に
よ
っ
て
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
 ま
た
媒
介
 

と
な
っ
て
他
の
存
在
を
あ
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
 も
の
は
 不
 

変
の
実
体
的
存
在
で
は
な
く
て
暫
時
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
 認
 識
を
深
め
 

て
い
く
た
め
の
思
惟
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
に
対
し
て
他
は
対
立
 で
あ
る
が
 

同
時
に
他
は
自
を
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
 、
 自
は
自
 に
よ
っ
て
 

あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
主
体
的
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
が
自
覚
 で
あ
っ
て
 

中
論
理
は
そ
の
自
覚
の
過
程
で
あ
る
。
 

今
 仏
教
に
現
わ
れ
て
い
 る
 弁
証
法
 

約
論
理
の
形
式
を
三
論
の
二
諦
説
や
如
来
蔵
思
想
に
お
け
る
 否
 定
 超
越
 思
 

想
 に
つ
い
て
見
、
仏
教
の
自
覚
的
体
験
の
過
程
そ
の
も
の
が
 弁
 証
 法
的
 構
 

造
 を
も
つ
て
お
り
、
そ
れ
の
表
出
の
方
法
が
ま
た
弁
証
法
的
で
 あ
る
が
、
 

そ
の
論
理
は
ま
だ
空
間
的
図
式
的
で
、
有
が
空
に
な
り
、
空
が
 有
を
止
揚
 

し
て
中
に
進
む
と
い
う
よ
 う
 に
事
態
を
図
式
的
に
三
段
階
的
に
 螺
線
上
昇
 

と
 か
 5
 表
象
に
お
い
て
表
現
し
て
い
る
よ
 う
 に
見
え
る
。
し
か
 
し
 仏
教
の
 

特
色
は
図
式
的
空
間
的
並
置
的
で
は
な
く
、
順
次
第
一
か
ら
 第
 三
 へ
と
 段
 

階
 的
に
道
を
辿
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
時
間
的
に
同
時
的
 に
 即
時
的
 

に
林
達
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
弁
証
法
的
論
理
学
 は
 弁
証
法
 的
 事
態
の
 

論
理
を
意
識
的
に
反
省
し
て
 字
的
 組
織
に
整
理
し
た
法
則
で
あ
 る
が
、
 反
 

管
的
に
図
式
化
さ
れ
て
三
支
的
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
事
態
の
 論
理
が
空
 

開
化
さ
れ
て
し
ま
う
た
。
弁
証
法
的
事
態
は
空
間
的
な
も
の
で
 ぼ
 な
く
 時
 

 
 

 
 

  

 
 

  

 
 

あ
る
。
 

1
2
 

こ
の
よ
う
に
し
て
 
天
 ム
ロ
教
学
を
栢
 即
 論
理
的
に
解
明
し
、
そ
の
 空
仮
 中
 

の
 三
諦
は
一
環
三
諦
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
一
心
三
観
に
 
 
 

一
心
に
同
時
に
空
仮
中
の
三
智
を
観
ず
る
も
の
で
あ
る
。
一
心
 圧
は
一
人
 

芯
で
 

あ
り
、
一
念
は
同
時
で
あ
る
か
ら
、
弁
証
法
的
思
惟
は
こ
こ
で
 空
間
的
 図
 

式
 化
の
抽
象
性
を
離
れ
て
具
体
的
な
時
間
の
領
域
へ
突
き
進
ん
 で
ゆ
く
。
 

更
に
華
厳
教
学
を
棺
 即
 論
理
的
に
解
明
し
て
、
 

栢
 即
の
最
も
究
 極
の
栢
で
 

あ
る
事
々
 
無
礎
 縁
起
は
、
時
間
の
主
体
的
な
実
践
で
あ
っ
て
 、
 時
劫
に
達
 

す
る
こ
と
の
如
意
、
即
ち
 入
劫
皆
 
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
論
理
で
 あ
る
。
 

最
後
に
類
比
の
論
理
は
、
形
式
論
理
学
、
先
験
論
理
学
を
延
長
 し
た
方
 

何
 で
出
会
う
論
理
で
あ
る
。
 

と
 云
 う
 の
は
悟
性
的
思
惟
の
論
理
 の
形
式
は
 

人
間
能
力
の
限
界
に
ぶ
っ
 っ
 か
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
先
へ
進
む
こ
 と
は
で
き
 

ず
 、
感
性
的
経
験
を
超
え
た
世
界
の
認
識
を
断
念
し
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
 

が
 、
宗
教
的
認
識
の
世
界
で
は
、
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
そ
こ
で
 停
止
し
た
 

り
 停
滞
し
た
り
し
て
は
い
な
い
。
救
済
と
い
う
目
的
の
完
遂
 
の
た
め
に
 

ほ
 、
そ
こ
か
ら
更
に
前
進
し
て
絶
対
者
と
の
結
び
つ
ぎ
を
も
た
 な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
そ
の
時
の
絶
対
者
に
つ
い
て
の
 
賓
 述
の
仕
方
が
 類
比
で
あ
 

る
 。
そ
こ
で
類
比
的
な
 賓
 述
を
具
体
的
に
浄
土
教
に
見
る
と
、
 

乙
 -
 こ
で
は
 

名
辞
形
容
詞
の
多
く
が
一
方
で
は
現
実
上
 

昆
疋
 の
 働
 ら
ぎ
を
し
な
 が
ら
。
他
 

方
で
そ
の
否
定
と
超
越
と
い
う
二
重
の
働
ら
ぎ
を
し
て
い
る
 占
 に
 特
色
が
 

見
ら
れ
る
。
例
え
ば
神
を
類
比
的
に
表
現
す
る
場
合
に
、
西
洋
 で
は
人
間
 

の
 悟
性
と
意
志
と
の
類
比
に
よ
っ
て
 、
 神
を
叡
智
と
意
志
と
し
 て
 、
金
管
 

と
 全
能
と
し
て
 
賓
述
 す
る
こ
と
が
多
い
が
、
浄
土
教
で
は
阿
弥
 陀
仏
を
光
 

明
と
 寿
命
と
の
象
徴
に
よ
っ
て
表
現
す
る
の
が
最
も
一
般
的
で
 あ
る
。
 無
 

  



  ほ ;.R 口 " Ⅰ                                                                                     廿 /            ",:,, ぜ ・ り百ァ化ヂ ":* ノ 」・ ，ト ㌔ ご，ダ，っ， （ ナ Ⅰ円が・ ，， ; 、 Y 輯 R    ヤフゎ   ; だ ㌃ せ 払下 モ 
    

  
書 評 

な 的のじ理の 否をし 像量 

  
  

    のであ 朗らかろ う 。 の糸口 しかつ ができ のとす として の思惟 らかに 解明で に   性も同論め と の と 形 
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こ
の
た
び
、
勝
ス
 俊
教
 博
士
に
よ
っ
て
、
「
仏
教
に
お
け
る
 心
 講
説
 の
 

研
究
」
が
刊
行
さ
れ
た
。
著
者
は
、
つ
と
に
唯
識
思
想
の
研
究
 に
 専
念
さ
 

ね
 、
こ
の
領
域
に
お
け
る
人
間
意
識
の
深
奥
に
 参
刊
 す
る
こ
と
 多
年
、
 さ
 

ら
に
究
明
の
視
野
を
拡
大
し
て
、
原
始
仏
教
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
 仏
 教
 、
大
乗
 

諸
経
論
を
ひ
ろ
く
展
望
し
、
つ
い
に
そ
の
研
究
の
成
果
が
 、
木
 題
の
示
す
 

こ
と
ぎ
 姥
ボ
な
 著
作
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
こ
と
は
、
た
だ
に
 仏
 教
学
界
の
 

慶
事
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
他
の
学
問
分
野
に
対
し
て
も
 裡
 益
す
る
と
 

こ
ろ
、
多
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
期
待
さ
れ
る
。
 

仏
教
の
専
門
手
者
に
と
っ
て
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
専
門
 を
 異
に
 

し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
関
心
を
寄
せ
る
人
び
と
の
た
 め
に
一
 @
=
 

ロ
 

す
る
な
ら
 ぱ
 、
 心
識
 説
の
研
究
と
い
う
は
、
た
ん
に
、
人
間
 
意
識
の
主
㈱
 

体
 、
意
識
作
用
、
お
よ
び
意
識
の
諸
性
質
な
ど
を
考
究
す
る
だ
 け
で
は
な
 

 
 

い
 。
も
と
も
と
仏
教
の
目
的
が
、
人
生
情
願
、
宗
教
問
題
に
端
 を
 発
し
、
 
巽
 

玉
城
 
康
 

四
郎
 

勝
又
 俊
教
著
 「
仏
教
に
お
け
る
 
心
識
 説
の
研
究
」
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し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
浮
動
す
る
意
識
の
全
領
分
を
転
換
 し
て
、
 不
 

変
 不
動
の
意
識
の
本
性
、
も
し
く
は
ま
た
、
表
現
を
か
え
 
-
 
、
一
 
ム
う
 な
ら
 

ば
 、
か
え
 三
 、
逆
に
、
障
碍
さ
れ
な
い
意
識
の
絶
対
自
由
の
活
 動
、
 0
 目
 

寛
実
現
に
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
転
換
後
の
意
識
の
本
性
が
 、
す
で
に
 

本
来
的
に
、
な
に
ら
か
の
形
態
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
平
常
 ゑ
尽
識
 
の
な
 

か
に
存
在
し
、
ま
た
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
 
る
の
で
あ
 

る
 。
前
者
の
、
意
識
の
主
体
、
作
用
、
諸
性
質
の
相
互
関
係
な
 ど
を
考
察
 

し
て
、
意
識
そ
の
も
の
の
転
換
を
目
指
す
こ
と
を
主
題
と
な
す
  
 

唯
識
思
想
で
あ
り
、
後
者
の
、
転
換
後
の
意
識
の
木
性
を
本
来
 的
に
承
認
 

し
て
、
そ
の
理
論
的
追
求
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
心
性
 木
津
 説
 な
 

い
し
如
来
蔵
 説
 で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
 両
 思
想
は
、
と
き
に
は
平
行
 
し
 、
と
ぎ
 

に
は
交
錯
し
て
お
り
、
ま
た
、
唯
識
や
如
来
蔵
と
い
う
名
目
に
 と
ら
わ
れ
 

ず
 、
そ
の
精
神
の
流
れ
を
見
る
な
ら
ば
、
 

両
 思
想
の
問
題
は
 、
 全
仏
教
の
 

展
開
 史
 を
お
お
い
つ
つ
む
も
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
平
常
 意
 識
の
領
分
 

と
 、
転
換
を
モ
メ
ン
ト
と
す
る
意
識
の
本
性
と
は
、
あ
る
場
合
 に
は
全
く
 

区
別
さ
れ
る
し
、
他
の
場
合
に
は
全
く
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
を
 両
極
と
し
 

て
、
 二
つ
は
無
尽
に
ま
じ
わ
り
合
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
仏
教
 自
体
の
複
 

雑
 性
と
い
う
よ
り
は
、
人
生
そ
の
も
の
の
す
が
た
の
反
映
 と
見
 る
 べ
 き
 で
 

あ
ろ
う
。
 

本
署
 は
 、
こ
の
 
ょ
う
 な
人
間
観
を
目
当
て
と
し
て
、
仏
教
に
お
  
 

識
 説
の
基
礎
研
究
を
、
歴
史
的
に
 跡
 づ
 け
 た
も
の
で
お
る
。
 
本
 著
は
、
二
 

部
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
一
部
は
、
「
成
唯
識
論
を
中
心
 と

し
て
 見
 

た
る
唯
識
説
の
研
究
」
で
あ
り
、
第
二
部
は
、
「
 心
識
説
 の
 諸
 問
題
」
で
 

め
る
。
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と
が
指
摘
さ
れ
る
。
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
こ
と
 
は
 、
護
法
 

が
 、
三
十
頚
の
註
釈
と
い
う
制
約
を
受
げ
な
が
ら
、
か
れ
独
自
 の
 思
想
を
 

構
成
す
る
た
め
に
、
必
要
な
諸
経
論
か
ら
必
要
な
箇
所
を
引
用
 し
た
と
い
 

う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
護
法
が
評
破
し
よ
う
と
す
る
他
の
 @
 
字
  
 

の
引
文
は
 
、
お
そ
ら
く
は
護
法
自
身
の
註
釈
の
な
か
に
、
す
で
 に
 存
し
た
 

も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

第
三
章
「
成
唯
識
論
と
仏
地
経
論
と
の
関
係
」
は
、
従
来
あ
ま
 り
 学
者
 

の
 注
意
し
な
か
つ
た
問
題
で
あ
る
。
 

コ
 
仏
地
経
論
」
は
、
 
観
 光
 の
 著
作
で
 

あ
る
が
、
「
成
唯
識
論
」
よ
り
も
後
代
で
あ
り
、
 

両
 著
の
間
に
 は
 実
に
密
 

ゆ
 た
 関
係
の
存
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
本
署
 は
 、
四
分
説
 、
四
智
に
 

お
 げ
る
 見
相
 
二
分
の
有
無
、
四
智
の
体
や
所
縁
な
ど
、
八
項
目
 に
わ
た
っ
 

て
 、
 両
 著
の
関
係
を
論
ず
舌
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
 
、
 観
光
 が
 

「
仏
地
経
論
」
を
製
作
す
る
に
当
り
、
「
成
唯
識
論
」
を
参
照
し
 た
こ
と
 

実
証
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
「
 成
 唯
識
 論
 」
が
そ
 

の
後
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
研
究
さ
れ
て
い
た
一
斑
の
事
情
を
   

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
「
成
唯
識
論
枢
要
」
に
示
さ
れ
 て
い
る
と
 

こ
ろ
の
、
玄
鑑
居
士
の
伝
説
が
全
く
事
実
に
 栢
達
 す
る
こ
と
が
 分
か
る
、
 

と
い
う
の
で
お
る
。
そ
の
伝
説
と
い
う
の
は
、
俊
才
で
な
け
れ
 ば
 護
法
 釈
 

を
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
居
モ
か
ら
五
 
%
 へ
伝
 ・
。
 

ん
，
つ
 

ね
 、
イ
ン
ド
で
は
全
く
流
行
し
な
か
つ
た
と
い
う
も
の
 田
 曲
る
  
 

第
四
章
「
成
唯
識
論
に
お
け
る
唯
識
学
説
」
は
、
 安
珪
 Ⅲ
こ
の
 栢
違
に
 

留
意
し
な
が
ら
、
そ
の
重
要
な
諸
見
解
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
 
 
 

は
 、
序
説
を
含
め
て
十
二
の
観
点
か
ら
論
述
さ
れ
て
い
る
。
 ま
 ず
 、
本
論
 

 
 

の
 思
想
的
立
場
と
し
て
理
世
俗
が
挙
げ
ら
れ
る
。
理
世
俗
 と
ぃ
 ぅ
 の
は
、
 

刀
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し
 理
世
俗
て
・
さ
と
り
の
立
場
で
は
な
く
，
わ
れ
わ
れ
現
実
世
間
 

の
道
理
に
 

 
 も

と
づ
い
て
唯
識
の
組
織
が
構
成
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
 る
 。
そ
れ
 

と
あ
わ
せ
て
、
識
が
 染
分
と
浄
 分
の
二
方
面
に
よ
っ
て
考
え
 ろ
 れ
る
点
か
 

ら
い
え
ば
、
護
法
の
唯
識
 説
は
 、
 染
分
 の
 依
 他
が
中
心
に
な
っ
 
て
い
る
、
 

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ぎ
に
、
 

識
 2
 転
変
に
つ
い
て
は
、
 
護
法
 釈
と
 

安
意
訳
と
を
比
較
検
討
し
て
、
両
者
の
類
似
点
と
 栢
 遠
点
と
を
 指
摘
し
、
 

異
熟
転
変
に
つ
い
て
は
、
五
項
目
に
わ
た
っ
て
 両
 釈
を
対
比
し
 て
い
る
。
 

こ
の
異
熟
転
変
は
 、
ァ
ラ
ャ
 
識
の
根
本
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
 対
し
て
、
 

思
量
転
変
、
子
別
 境
 転
変
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
マ
ナ
 識
 、
六
識
の
 
問
題
で
あ
 

る
 。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
 

両
 釈
の
詳
細
な
対
比
が
試
み
ら
れ
 て
い
る
。
 

つ
ぎ
に
一
切
唯
識
に
つ
い
て
は
、
 

安
慧
 釈
は
原
文
に
忠
実
で
あ
 る
が
、
 護
 

法
釈
は
 
、
む
し
ろ
自
己
の
見
解
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
 
、
心
法
主
 

起
 に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
云
わ
れ
、
護
法
 釈
 は
き
わ
め
て
 
精
細
に
な
 

つ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
三
性
 三
 無
性
説
に
つ
い
て
は
、
面
状
 な
ら
び
に
 

「
転
調
 論
 」
を
対
比
し
て
お
り
、
こ
と
に
三
性
説
は
、
唯
識
 思
相
 ゅ
 に
お
 け
 

る
き
わ
め
て
微
妙
か
つ
根
本
的
な
問
題
で
、
 

本
 著
に
お
い
て
 詳
 細
 な
考
究
 

が
 試
み
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
唯
識
 親
 は
、
唯
識
の
実
践
に
お
 け
る
進
展
 

の
 過
程
を
見
た
も
の
で
あ
る
。
こ
た
に
つ
い
て
安
意
訳
 と
 転
調
味
 柵
は
、
宙
か
 

文
を
手
際
 よ
 く
解
釈
す
る
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、
護
法
 釈
は
 、
そ
の
 趣
 

旨
は
 
前
二
者
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
に
加
え
 
て
 、
資
糧
 

位
 、
加
行
伍
、
通
達
 位
 、
修
習
 位
 、
発
覚
位
の
明
瞭
な
行
住
 に
 あ
て
は
め
 

て
、
 詳
し
く
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
唯
識
観
に
関
 連
 す
る
 問
 

題
に
 、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
を
転
換
し
て
真
実
の
智
慧
を
得
る
と
 レ
 ム
く
 い
 

わ
ゆ
る
 転
 調
律
 管
 が
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
特
殊
な
場
合
と
し
て
 、
八
識
を
 

  

 
 

  

  

釈
が
 、
そ
れ
の
釈
論
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
論
の
関
係
は
 、
従
 来
の
研
究
 

の
 全
く
注
意
し
な
か
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
護
法
 は
 、
こ
の
 

釈
論
に
お
い
て
、
低
地
延
性
と
し
て
の
識
の
有
を
主
張
し
て
い
 る
が
、
 し
 

か
し
「
成
唯
識
論
」
に
お
い
て
も
、
こ
の
釈
論
に
お
い
て
も
、
 護
法
の
究
 

極
の
説
は
、
た
ん
に
唯
識
 佃
 境
の
立
場
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
 く
 、
 境
識
 

倶
眠
 に
ま
で
至
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
 護
法
 説
は
 

と
か
く
唯
識
 無
 境
の
論
理
を
説
く
も
の
で
、
真
諦
糸
の
唯
識
 説
 と
 異
な
る
 

こ
と
が
注
意
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
 、
護
法
 説
 

は
空
観
の
立
場
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
本
署
 は
 明
確
に
し
 

て
い
る
。
そ
の
他
、
こ
の
釈
論
で
は
、
我
執
の
唯
識
的
解
釈
 や
 、
記
憶
、
 

認
識
の
主
体
と
し
て
の
 ア
 ラ
ヤ
識
な
ど
、
き
わ
め
て
重
要
な
 護
 法
説
 の
 一
 

断
面
が
露
出
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
 

以
上
は
、
「
成
唯
識
論
」
を
中
心
と
し
た
第
一
部
 は
 つ
い
て
の
 
、
こ
く
 

簡
単
な
紹
介
で
あ
る
が
、
第
二
部
「
 心
 講
説
の
諸
問
題
」
で
は
 、
唯
識
 思
 

想
か
ら
さ
ら
に
視
野
を
ひ
ろ
げ
て
、
仏
教
一
般
に
つ
い
て
の
 展
 望
を
試
み
 

て
い
る
。
第
二
部
は
、
 

三
 篇
か
ら
成
り
立
つ
て
お
り
、
そ
の
 策
 
一
篇
は
 、
 

「
心
心
所
説
の
展
開
」
て
あ
る
。
そ
の
な
か
の
第
一
章
「
心
意
識
 %
 め
原
 

の
 唯
識
 説
 と
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
 広
 百
論
」
は
 
、
 空
観
派
の
 

 
 

ア
ー
リ
ヤ
・
デ
ー
ヴ
ァ
（
提
婆
）
の
著
作
で
、
そ
れ
に
対
す
る
 護
法
の
註
 

説係鏡転 

第五 

  
説 で 、 

  
論 護は大 
」 法 閏月 
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意
 お
よ
び
そ
の
発
達
」
で
は
、
心
意
識
 説
が
 、
原
始
仏
教
、
 ァ
 ビ
 ダ
ル
マ
 

仏
教
、
唯
識
、
 拐
伽
 、
短
信
な
ど
に
お
い
て
、
ひ
ろ
く
究
明
さ
 れ
て
い
る
 

こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
最
終
の
趣
旨
は
・
仏
教
的
人
間
観
 の
 究
明
に
 

あ
り
、
そ
の
基
礎
づ
け
と
し
て
、
仏
教
に
お
け
る
人
間
心
理
の
 探
求
が
な
 

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
 、
意
識
 体
 

験
の
区
分
で
あ
り
、
そ
れ
が
原
始
仏
教
以
来
、
次
第
に
深
め
ら
 ね
 、
組
織
 

化
さ
れ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
原
始
仏
教
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
仏
教
 で
は
、
 ま
 

だ
 現
わ
れ
た
か
つ
た
深
層
心
理
が
、
唯
識
に
お
い
て
は
じ
め
て
 問
題
と
さ
 

ね
 、
そ
れ
が
、
「
解
深
密
経
」
「
 
楡
伽
論
 」
「
顕
揚
聖
教
論
」
「
 
阿
 毘
 達
磨
 集
 

論
 」
「
摂
大
乗
論
」
そ
の
他
で
、
検
討
さ
れ
る
。
こ
と
に
「
 摂
 六
 ヰ
令
ぬ
珊
 

%
 
」
 

お
よ
び
そ
の
釈
論
は
、
訳
者
に
よ
っ
て
そ
の
見
解
が
異
な
っ
て
 お
り
、
 真
 

諸
訳
と
そ
の
他
の
訳
と
の
 栢
遠
 点
が
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
 唯
識
 説
と
 

関
係
の
あ
る
、
「
 拐
 棚
経
」
「
起
信
論
」
に
お
け
る
意
識
体
験
の
 区
分
が
問
 

わ
れ
、
な
か
で
も
「
起
信
論
」
の
そ
れ
は
、
全
く
独
特
で
あ
る
 こ
と
が
 注
 

意
 さ
れ
る
。
 

第
二
章
「
精
神
現
象
の
区
分
法
の
発
達
」
は
、
第
一
章
と
関
連
 し
て
 林
珊
 

ぜ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
心
意
識
の
心
の
主
体
だ
け
で
は
な
く
、
 ，
 
」
れ
に
 伴
 

ぅ
 と
こ
ろ
の
、
実
に
血
数
の
精
神
の
諸
現
象
に
つ
い
て
の
考
察
 で
あ
る
。
 

こ
の
諸
現
象
に
つ
い
て
、
原
始
仏
教
に
は
、
後
世
の
 ア
ビ
 ダ
ル
 て
 や
唯
識
 

0
 区
分
法
の
、
原
型
と
な
る
べ
 き
 も
の
が
、
す
で
に
存
在
し
て
 い
た
こ
と
 

邦
に
注
意
を
向
け
る
。
し
か
し
原
始
仏
教
か
ら
部
派
仏
教
に
 
な
る
と
、
心
理
 

作
用
を
一
個
の
人
間
の
そ
れ
と
し
て
、
全
体
的
連
関
の
上
二
見
 直
そ
う
と
 

す
る
傾
向
が
現
わ
れ
て
ぎ
た
、
と
い
う
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
  
 

書
 
で
あ
る
。
こ
の
説
に
つ
い
て
、
本
署
 は
 、
部
派
仏
教
の
種
 々
の
 ぁ
師
 
重
日
を
検
 

試
 し
、
さ
ら
に
、
部
派
仏
教
と
は
系
統
を
異
に
す
る
唯
識
 読
め
 区
分
法
に
 

関
し
て
、
詳
細
な
究
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
 

第
三
章
「
心
心
所
相
応
思
想
と
そ
れ
を
否
定
す
る
思
想
と
の
 二
 ぬ
ヰ
帆
 
」
 

は
 、
第
一
第
二
章
に
関
連
す
る
分
野
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
 こ
で
は
、
 

別
 箇
の
新
し
い
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
は
 、
、
い
 

の
 相
応
を
怒
め
る
思
想
と
、
そ
れ
を
否
認
す
る
思
想
と
の
対
立
 て
あ
る
。
 

ま
ず
、
こ
れ
を
承
認
す
る
側
か
ら
云
え
ば
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
 、
 「
 あ
柵
事
 
」
 

「
河
鹿
異
心
読
」
「
大
毘
婆
沙
論
」
、
ま
た
唯
識
で
は
、
「
 

楡
伽
論
 」
「
中
辺
 

分
別
論
」
な
ど
の
論
書
を
検
討
し
、
同
じ
承
認
の
立
場
で
も
、
 種
々
の
 見
 

解
の
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
否
認
す
る
側
で
 は
 、
ま
ず
 

玉
山
部
と
義
威
部
が
挙
げ
ら
れ
、
つ
い
で
「
 婆
沙
 」
に
現
わ
れ
 て
い
る
 讐
 

楡
者
 お
よ
び
 覚
 天
の
説
、
さ
ら
に
こ
の
系
統
に
つ
な
が
る
「
 
成
実
論
」
 

の
 、
心
所
、
 栢
応
 と
も
に
否
定
す
る
説
、
ま
た
、
「
倶
舎
論
」
 「
順
正
理
 

論
 」
に
お
け
る
心
所
否
定
説
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
詳
細
な
考
 究
 が
試
み
 

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
著
者
自
身
の
立
場
か
ら
、
 二
 潮
流
に
対
 

す
る
論
評
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
 よ
 る
と
、
心
心
所
 栢
応
 を
承
 

諾
 す
る
立
場
は
、
あ
ま
り
に
も
柚
柑
 時
 的
で
五
 り
 、
承
認
の
根
拠
 と
し
て
 実
 

証
性
 に
乏
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
否
認
 す
る
立
場
 

に
も
、
納
得
し
が
た
い
見
解
が
含
ま
れ
て
は
い
る
が
、
精
神
魂
 象
の
と
ら
 

え
方
と
し
て
は
、
大
体
に
お
い
 姦
 当で
あ
る
、
 と
 云
っ
て
 い
 る
 。
こ
の
 

点
か
ら
考
え
る
と
、
倶
舎
の
六
識
四
十
六
心
所
説
や
、
唯
識
の
 八
識
五
十
 

一
心
所
説
を
、
あ
た
か
も
仏
教
の
定
説
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
 
誤
 ま
り
 

で
、
そ
れ
は
心
理
研
究
の
 一
 潮
流
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
こ
れ
に
 対
立
す
る
 

正
し
い
考
え
方
の
存
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
、
と
結
ん
で
い
 る
 。
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第
四
章
「
 十
 大
地
法
説
の
成
立
過
程
」
は
、
十
種
の
普
遍
的
、
 基
本
的
 

な
心
理
作
用
の
問
題
を
取
り
あ
つ
か
つ
た
も
の
で
あ
り
、
第
五
 立
早
 「
 、
 
.
 
へ
 @
 

ン
ダ
・
パ
ン
 
ハ
 に
お
け
る
心
理
論
」
で
は
、
心
理
過
程
、
心
理
 作
用
、
五
 

識
 と
意
識
と
の
必
然
関
係
、
記
憶
、
修
道
の
心
理
、
夢
な
ど
、
 か
な
り
 多
 

方
面
に
わ
た
る
諸
問
題
に
つ
い
て
論
究
し
て
い
る
。
 

第
二
篇
「
心
性
・
心
体
論
の
展
開
」
に
お
け
る
心
性
と
い
う
の
 は
、
成
 

仏
の
可
能
性
を
現
実
の
衆
生
の
な
か
に
お
い
て
見
た
も
の
で
あ
 り
 、
キ
リ
 

ス
ト
教
の
神
性
、
イ
ン
ド
思
想
の
ア
ー
ト
マ
ン
に
相
当
す
る
。
 ま
た
、
 心
 

休
 と
は
現
実
意
識
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
人
格
の
主
体
で
あ
 る
 。
本
署
 

は
 、
こ
の
心
性
・
心
体
を
心
 
識
説
 の
一
部
門
と
し
て
考
え
、
 

仏
教
全
体
 

の
 展
開
 史
 の
な
か
に
、
い
か
に
現
わ
れ
て
ぎ
た
か
を
究
明
し
 
よ
 う
と
す
 

る
 。
第
一
章
「
心
性
木
津
説
の
発
達
」
で
は
、
き
わ
め
て
さ
 
さ
や
か
な
 

が
ら
も
、
原
始
経
典
の
な
か
に
心
性
 本
 浄
の
萌
芽
が
見
ら
れ
、
 

%
 派
 仏
教
 

で
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
た
形
を
も
つ
て
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
 を
跡
 づ
け
 

る
 。
部
派
仏
教
で
は
、
大
衆
部
に
そ
の
説
が
あ
る
と
云
わ
れ
、
 
「
 婆
沙
 」
 

に
 現
わ
れ
た
分
別
論
者
や
一
心
 栢
続
 論
者
が
、
こ
の
説
を
主
張
 す
る
。
 ま
 

た
 
「
成
実
論
」
で
は
こ
れ
を
否
認
し
、
「
順
正
理
論
」
で
は
、
 

、
心
性
の
浄
 

不
浄
の
別
な
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
大
乗
仏
教
に
な
る
と
、
 こ
 0
 間
頭
 は
 

も
つ
と
自
由
な
形
で
発
展
し
、
如
来
蔵
、
仏
性
、
菩
提
心
、
心
 真
如
、
阿
 

摩
羅
 識
 、
そ
の
他
多
く
の
名
目
に
よ
っ
て
発
展
し
て
い
る
。
 初
 期
の
大
乗
 

で
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
 や
 シ
ナ
訳
で
残
っ
て
い
る
「
小
口
四
般
若
 」
の
な
か
 

に
こ
の
観
念
が
見
ら
れ
、
中
期
で
は
、
如
来
蔵
系
、
唯
識
系
の
 諸
経
論
で
 

発
展
し
、
後
期
で
は
密
教
系
の
な
か
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
 き
 る
 」
そ
し
 

て
本
 著
は
 、
こ
の
よ
う
な
心
性
木
津
説
こ
そ
、
原
始
仏
教
、
部
 派
 仏
教
、
 

大
乗
仏
教
を
一
貫
す
る
仏
教
の
根
本
主
張
で
あ
る
、
と
結
ぶ
の
   

第
二
章
「
心
体
論
の
発
達
」
は
、
部
派
仏
教
に
お
け
る
心
体
論
 と
、
唯
 

調
め
ア
 
ラ
ヤ
 識
 と
に
分
け
、
精
神
現
象
の
中
心
統
一
体
、
意
識
 の 根
源
 態
撚
 

を
考
察
し
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
云
え
ば
、
原
始
経
典
で
は
 、
 ん
土
ム
叩
の
 

形
態
と
し
て
、
 
寿
 、
 婬
 、
識
の
観
念
が
と
り
あ
つ
か
わ
れ
、
 

そ
 れ
が
「
 婆
 

沙
 」
や
「
倶
舎
」
に
な
る
と
、
次
第
に
そ
れ
に
対
す
る
説
明
が
   

て
く
る
。
ま
た
、
大
衆
部
で
は
根
本
 識
 が
説
か
れ
、
も
と
よ
り
 唯
識
の
根
 

水
調
（
 ア
 ラ
ヤ
 識
 ）
と
は
区
別
さ
れ
る
の
で
由
る
が
、
六
識
の
 も
と
づ
く
 

も
の
、
生
命
の
根
本
、
人
格
の
統
一
体
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
 る
 。
 つ
 ぎ
 

ほ
ど
 ぎ
や
ら
 

に
覆
千
郁
の
 
補
特
 伽
羅
（
 づ
 主
帳
内
曲
鼠
・
 

づ
 由
江
内
生
し
に
つ
い
て
、
 本
署
 は
詳
 

し
い
文
献
的
な
 迩
 づ
 け
 を
な
し
て
お
り
、
要
す
る
に
そ
れ
は
、
 

一
 
五
 %
 の
 根
 

抵
 に
あ
っ
て
 
五
 紬
を
統
一
す
る
主
体
的
な
自
我
を
意
味
す
る
、
 

と
元
 つ
 -
.
 

し
 

い
る
。
ま
た
諸
種
の
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
有
力
 識
や
 、
化
他
 部
 の
 舞
 生
死
 

緬
 、
軽
部
の
一
味
薙
な
ど
は
、
輪
廻
の
主
体
と
し
て
考
え
ら
れ
 て
ト
い
 
@
 
り
ヘ
 

同
じ
く
 経
 部
の
勝
義
 補
 特
 価
罹
に
 、
成
体
の
可
能
性
 士
 予
想
し
 
て
 -
 
立
プ
 -
 
ら
 

れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
 婆
沙
 」
な
ど
に
説
か
れ
る
細
心
は
 、
無
 @
 
花
心
（
 

疋
 ・
 滅
 

尽
定
 に
お
い
て
も
な
お
認
め
ら
れ
る
微
細
な
心
を
云
 
う
 。
 本
 著
に
 よ
 れ
 

ば
 、
こ
れ
ら
の
心
体
論
は
、
六
識
だ
け
で
は
説
明
の
で
き
な
い
 心
の
根
源
 

態
 、
生
命
、
輪
廻
の
玉
体
な
ど
を
明
か
に
す
る
た
め
の
も
の
で
 あ
る
が
、
 

し
か
し
ま
だ
 
心
識
 説
の
体
系
の
な
か
に
組
成
さ
れ
て
い
な
い
か
 ら
 、
こ
こ
 

に
ど
う
し
て
も
、
唯
識
に
お
け
る
ア
ラ
 
キ
 識
の
体
系
が
要
請
 さ
れ
る
、
 

と
 論
ず
る
の
で
あ
る
 -
 ァ
 ラ
 マ
 識
に
関
す
る
現
存
最
古
の
文
献
 は
 
「
 解
 Ⅱ
 
ポ
 

密
経
 し
で
あ
る
が
、
本
署
 は
 、
こ
の
経
典
を
は
じ
め
、
「
大
乗
 阿
毘
達
磨
 

経
 」
「
大
乗
荘
厳
経
論
」
「
 
楡
伽
論
 」
「
摂
大
乗
論
」
な
ど
に
つ
 

い
て
、
 ア
 



 
 

Ⅱ
・
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Ⅰ
・
 
@
 
汝
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ハ
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・
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ニ
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・
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旺
ぐ
 
・
 
L
.
@
 

亡
 ・
 
，
 
@
 り
ト
 
，
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。 翫 

甘
曲
 

ラ
ヤ
識
の
状
態
を
検
討
し
て
い
る
。
 

第
三
章
「
如
来
蔵
思
想
の
発
達
」
で
は
、
法
蔵
を
と
り
あ
げ
て
 

、
中
国
 

蜂
鮮
嵌
 

%
 

仏
教
史
上
は
じ
め
て
如
来
蔵
思
想
を
、
公
平
に
か
つ
組
織
的
に
 

考
察
し
た
 

八
 で
あ
る
、
・
と
な
し
、
つ
い
で
イ
ン
ド
に
お
け
る
如
来
蔵
思
想
 

0
 
発
達
を
 

 
 

 
 

論
 
」
な
ど
、
第
三
期
で
ほ
、
「
 

拐
伽
経
 

」
「
起
信
論
」
そ
の
他
 

に
つ
い
 

て
 
、
如
来
蔵
思
想
が
次
第
に
整
理
さ
れ
組
織
さ
れ
て
い
く
過
程
 

を
考
究
し
 

て
い
る
。
 

第
三
篇
「
中
国
に
お
け
る
新
訳
以
前
の
心
意
識
説
の
諸
問
題
」
 

は
、
四
 

章
 に
分
か
れ
、
第
一
章
「
地
論
宗
の
人
々
の
 

心
識
説
 

」
で
は
、
 

末
那
 
趺
陀
 

羅
 
、
菩
提
 

流
支
 
、
 
勒
 
邪
魔
 
提
 
、
仏
陀
 

扇
 
多
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
、
 

地
 
ぬ
理
 

小
の
 

南
 

鞍
ヰ
 

ヰ
 
。
 
樺
 
"
 

道
派
 
、
北
海
派
お
よ
び
そ
の
発
展
 

や
 
、
法
上
、
慧
遠
の
心
 

識
説
 
に
つ
い
て
 

%
 
明
し
て
い
る
。
第
二
章
「
真
諦
三
蔵
の
識
 

説
 
」
で
は
、
真
諦
 

説
の
特
色
 

で
あ
る
ア
マ
ラ
識
の
観
念
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ア
マ
ラ
 

識
 は
 
無
垢
 
識
 

で
あ
る
か
ら
、
第
八
識
の
上
に
位
置
し
、
し
た
が
つ
て
第
九
識
 

と
 
呼
ば
れ
 

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
マ
ラ
識
は
、
真
諦
 

訳
 の
 
各
 
ぬ
珊
 

黄
白
に
説
 

 
 

 
 

す
 
観
念
で
あ
る
こ
と
を
、
 

本
 
著
は
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
 

う
 
な
観
念
の
 

書
 直
接
の
背
景
 

乏
 
し
て
は
、
真
諦
訳
の
各
論
書
が
挙
げ
ら
れ
 

、
広
義
の
背
景
 

麟
自
 
・
 

  

  
ヤ 9 頁あ てな   

.129  (129) 

'
w
@
f
@
@
 

 
 

  



  

  

 
 

 
 

 
 

  
"
7
i
-
 

一
 
"
"
'
 

。
 

 
 
 
   

質
 で
あ
る
が
、
客
観
性
は
、
一
宗
一
派
の
立
場
や
主
観
的
な
人
 空
観
を
は
 

な
れ
て
、
考
究
の
対
象
を
そ
の
も
の
と
し
て
見
る
態
度
で
あ
り
 、
実
証
性
 

は
 、
原
典
や
原
語
に
照
合
し
、
歴
史
的
発
展
の
関
係
に
お
い
て
 誤
 ま
り
な
 

ぎ
を
期
す
る
態
度
で
あ
る
。
 本
著
は
 、
こ
の
よ
う
な
仏
教
学
の
 近
代
性
を
 

十
分
に
発
揮
し
て
、
 本
 著
の
想
望
す
る
思
想
史
的
な
基
礎
研
究
 0
 目
的
を
 

実
現
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

（
昭
三
エ
 
ハ
刊
 ・
 A
5
 人
 -
 
八
一
頁
・
 ニ
 、
 二
 0
0
 円
 ・
血
書
房
）
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0
 理
事
会
 

日
時
昭
和
三
 セ
年
 五
月
三
一
日
（
木
）
牛
後
六
 ｜
 八
時
 

一
 、
第
二
一
回
学
術
大
会
の
件
 

一
 0 月
一
二
日
（
金
）
か
ら
一
四
日
（
日
）
に
わ
た
っ
て
 、
日
 木
人
 

学
文
理
宇
部
に
お
い
て
開
催
し
、
 う
 ち
一
二
日
（
金
）
を
公
開
 講
演
 

に
あ
て
る
と
の
日
本
大
字
側
の
原
案
を
承
認
し
た
。
 

一
 、
会
長
選
挙
の
件
 

昭
和
二
束
 年
 一
一
月
九
日
決
定
の
会
長
選
出
内
規
に
も
と
づ
 き
 月
リ
 

記
の
選
挙
日
程
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
を
決
定
し
た
。
 

一
 、
姉
崎
記
念
賞
審
査
委
員
の
件
 

本
年
度
の
姉
崎
記
念
賞
審
査
委
員
と
し
て
、
左
記
の
セ
氏
を
任
 命
す
 

る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
 

竹
中
信
 常
 、
塚
本
善
 隆
 、
面
角
井
正
慶
、
増
永
雪
風
、
 

諸
声
 
素
純
 、
山
崎
 

亨
 、
山
田
 
竜
城
 

（
 五
 0
 土
民
 
順
 、
敬
称
略
）
 

0
 理
事
会
 

日
時
昭
昭
三
 セ
年
 八
月
九
日
（
木
）
牛
後
六
 ｜
 八
時
 

一
 、
編
集
委
員
会
の
原
案
に
 ょ
 り
、
あ
ら
た
に
「
宗
教
研
究
」
の
 投
稿
 

0
 常
務
理
事
全
 

日
時
昭
和
三
セ
キ
セ
 月
 二
五
日
（
水
）
午
後
六
 ｜
 八
時
 

一
 、
「
宗
教
研
究
」
の
編
集
に
つ
ぎ
、
編
集
委
員
会
幹
事
の
報
 土
 口
を
 
。
 
，
 
ノ
 

げ
た
。
ま
た
、
英
文
の
別
冊
，
オ
キ
 注
 0
 コ
 ロ
ド
降
り
 
コ
 Ⅰ
圭
の
の
（
・
 

・
 を
 

復
刊
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
 

一
 、
賛
助
会
員
募
集
に
着
手
す
る
と
の
方
針
を
確
認
し
た
。
 

一
 、
五
月
三
一
日
の
理
事
ム
ス
の
決
議
に
も
と
づ
 
き
 、
六
月
一
四
 日
 の
 手
 

術
 会
議
選
挙
対
策
小
委
員
会
の
答
申
に
し
た
が
っ
て
、
日
本
学
 術
会
 

議
 第
六
期
会
員
候
補
者
と
し
て
、
学
会
か
ら
石
津
 照
璽
氏
 を
推
 薦
す
 

る
こ
と
を
決
定
し
た
。
 

0
 常
務
理
事
会
 

報
 

ム
 
耳
 

日
時
昭
和
三
 セ
年
 六
月
一
五
日
（
金
）
牛
後
 六
｜
 八
時
 

    

一
 
、
学
術
会
議
選
挙
の
件
 

ひ
 
3
 
 
 

本
年
度
の
日
本
学
術
会
議
第
六
期
会
員
選
挙
に
あ
た
り
、
学
会
 

か
ら
  
 

 
 

 
 

（
 
五
 0
 昔
順
 
、
敬
称
略
）
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つ 諸人の本   
定こ 薦に 付   参照 した。 を と、そ する件 より、 
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Zen and Discipline (B) in Eisai 

Mizumaro ISHIDA 

Eisai (%B 1140-1215) is  usually known as  one of the early founders of Zen 

Buddhism in Japan. A t  the same time, he emphasized the utmost importance 

of discipline a s  a prerequisite for attaining the prosperity of Buddhism. In this . . 

paper I should like to discuss the relation of Zen and discipline in his teaching. 

Originally, Eisai was a monk of the Tendai Sect. A s  Zen had formed a part 

of the Tendai doctrine, in his early days he also participated in i ts  practice. 

However, his appreciation of Zen grew as time went on, and after he returned 

from his s tays  in China, he tried to establish it a s  an independent school of 

Buddhism. 

Owing to  various hindrances, especially the opposition on the part of the  

traditional Tendai Sect, his effort did 'not bear fruit  immediately. His Zen 

teaching, however, was in reality a new teaching and was no more identical 

with the Zen practised within the  Tendai Sect. In  accordance with this, his 

concept of discipline was also different from that of the traditional schools. 



A Case Study of Shinto Local Cult Group 

-Its Organization and Dissolution- 

Shin AIBA 

This paper a i m s  to  show how Shinto local cult groups in pre-modern Japan 

were  organized and how they functioned. For this purpose, the  Hachiman 

Shrine of Takasaki City, the  present Gumma Prefecture, is chosen a n  a typical 

example. 
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The shrine had a well organized cult group, consisting of sixteen shake 

families, together with one betto and six ulajo. These important posts were 

hereditarily held in the hands of a few families. Since it monopolized both cult 

performance and finance of the shrine, the cult group was similar to miyaze. 
I 

organization which was rarely found in the eastern, but was rather widely 

distributed in the western part of the country. 

Moreover, the cult group had not only religious but also ether functions. 

Especially, it exerted a decisive influence on the economic life of the local rural 

community by making monopoly of water distribution for irrigation. 

The cult group of the Hachiman Shrine thus combined both religious and 

economico-political authority. In the social upheaval of the Meiji Restoration, 

however, it gradually began to decline and finally lost its previous status. The  

process of its dissolution best exemplifies the fate of religiosocial authorities 

in pre-modern Japan which were doomed to fall a t  the emergence of madern 

bourgeois society after the Meiji Era. 



A Type of Primitive Gnosticism 

-Represented by Simon Magus- 

Eizo KIKUCHI 

This  paper is one of my sketches of Early Gnosticism. Gnosticism is one of 

the  most influential heresies whose power was a threat  to the faith in the period 

of early christianity. Though recent research of Gnosticism has not resulted in 

satisfactory grasp of its origins and doctrinal development, we may now infex 

the  existence of a primitive Gnosticism which is different from the great  gnostic 

systems as  seen in Valentinus and Basilides in the  second century. 
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In this paper I should .like to take up the thought of Simon and the Simo- 

nians, as  one form of Primitive Gnosticism. In  the first place (Part I ), I will 

give a n  exegetical survey of their doctrines, the main sources of which are the 

Acts of Apostles, Justin, Irenaeus, Pseud-Clementines, etc. Then, in Part 1, 

I will outline the development of their doctrines and the main features of 

the Gnosticism of the Simonians. 
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- - -- - -- - - -- -- 

On the Philosophy of Religion in Bergson 

Yoshinori MITANI 

Bergson regarded experience a s  the only reliable source of knowledge, and 

one  basic objective of his philosophical thinking was to take into account the 

f ac t  of immediate experience. I n  this essay I tried to show how his understand- 

ing of religion and morality was determined by this fundamental orientation. 

In  so doing, I have made special reference to some of his ideas found in 

" Les deuz sources de la  morale e t  la religion" : his notion of man as  a being 

who not only is given intellect but also has room for the unreasonable, and his 
0 

t rea tment  of mysticism as  a way from the "closed" to "open" religiousness. 

Taking the  former point a s  a clue, one may interpret Bergson a s  a predec- 

cesor of what is usually called the philosophy of existence. A careful analysis I 

of the latter point, however, reveals that  Bergson understood mysticism primarily 

a s  a " prolongation " of intuitive experience " from below ". In other words, his 

mysticism is chiefly characterized by the element of continuity and lacks the 

element of discontinuity characteristic of genuine decision of faith. 

Thus,  Bergson's understanding of religion is based on a rather affirmative 

view of being or a kind of vitalism, and there is no place in his philosophy for 

a n  adequate appreciation of Nothingness. 



On the Religious Development of Kanzo Uchimura 

-With Special Reference t o  His Attitude 

toward Human Sufferings- 

Norihisa SUZUKl 

Kanzo Uchimura (1861-1930) is one of the most prominent figures in t h e  

history of Protestant Christianity in modern Japan. He is the author of "How 

I became a Christian ? ", and he is well known also a s  the originator of the so- 

called Non-church movement. 

Personally, he had to suffer various adversities throughout his lifetime: 

his youth he spent in misery living abroad; in his middle life he was publicly- 

condemned, in consequence of a conflict with the Meiji Government, known 

as  the Lese-majesty Case; in his later years, again, he was struck by diseases 

and other misfortunes in the family. 

I n recent times, especially after t he  World War I, historical researches 

have mainly concerned about the socio-political aspect of his thought. Above 

all, he has received a new appraisal a s  a modern thinker because of the  liberal 

and anti-authoritarian traits which were best evidenced by his attitude in t h e  

above-mentioned Lese-majesty Case. 

However, Kanzo Uchimura is primarily a religious man and needs to be  

understood a s  such. The modernity of his thought, too, was nothing but an out- 

come of his fundamentally religious orientation. From such a viewpoint, this 

paper makes an  attempt to trace the religious development of this unique 

thinker and to analyse how his interpretation of human sufferings advanced in  

accord with his religious growth. 




