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・ 比臣 

と
い
う
の
だ
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
後
に
、
長
谷
（
雄
略
）
 天
皇
が
崩
じ
た
時
に
、
そ
の
比
目
交
和
気
の
子
孫
が
 全
 く
 絶
え
た
の
で
、
七
日
 

セ
夜
 御
食
を
奉
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
御
霊
が
 荒
び
 給
う
 た
。
そ
こ
で
諸
国
に
そ
の
氏
人
を
求
め
た
と
こ
 ろ
 、
あ
る
人
の
言
に
よ
 

鮭
 

つ
て
、
こ
の
比
目
文
和
気
の
女
子
の
あ
る
こ
と
が
 わ
か
り
、
右
の
婚
姻
関
係
を
知
っ
て
、
時
代
的
 ｜
 に
は
 大
 分
 飛
躍
が
あ
る
が
、
部
曲
の
 

湖
 

い
わ
れ
で
あ
る
か
ら
矛
盾
も
感
じ
な
い
の
だ
ろ
う
 し
、
 代
々
そ
の
名
で
奉
仕
し
た
の
か
も
知
れ
 
午
 円目
玉
 の
妻
を
召
し
て
 
問
 5
 と
 、
わ
 

 
 
 
 

の
が
氏
は
・
死
絶
え
て
 
要
 一
人
あ
る
の
み
だ
と
答
え
た
。
 

そ
こ
で
、
そ
の
こ
と
を
負
は
し
め
た
と
こ
ろ
、
女
は
武
 器
 を
扱
 う
 こ
と
は
困
難
だ
か
㈹
 

日
下
 

 
 

離
 

ら
、
そ
の
職
を
夫
の
円
目
玉
に
移
し
て
供
奉
せ
し
 め

ら
れ
た
い
と
願
 う
 た
の
で
、
円
目
 玉
 な
し
て
 濱
宮
 の
 奉
 仕
 を
せ
し
め
る
と
、
御
霊
は
 
1
 

た に な 恐 
。 ょ 由 ら 「 

お れ 釆 く 喪 
ょ ば 譚 一 葬 

そ天 逓 、 を士全 や賦 」 
皇 部 や 役 に   
という 和国高の時は 仁 く、 務がな 遊 

、 市 え い 名 
北 部 て 民 が 
日 に い だ兄 部 
支 任 る 、 え 
和 む   だ る 
気 生 そ か   
が 日 の ら 日 

積方（ 大 遊食 
所 。 妻 妾 都 議 
に 仁 を と 解 
到 ） し い ヒ 

  
の の 通 解 八 

こ 千 郁 し 三 

年代） 供 の円目とに 0 幽 顕 は てのこ 

面   
て 上ヒ 、 令 さぬ 

角 

井   
を の を 方 と 

禰 文 鎮 に 註 
義 を め は し 

正 
・ 嬰 る 、 て 

余 っ 氏 そ い 
此 て で の る 慶 
Ⅰ 妻 、 伝の   

芸
能
の
宗
教
的
意
義
 



        

和
み
 締
う
 た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
今
日
以
後
、
手
足
の
毛
 

が
 八
束
手
と
長
く
な
る
ま
で
遊
ん
で
 
い
 て
よ
い
。
だ
か
ら
 
遊
部
と
い
う
の
だ
、
と
 2
 

こ
 う
 註
し
て
い
る
。
「
令
集
解
 
ロ
 の
出
来
た
平
安
中
期
 
と
も
な
れ
ば
、
遊
び
は
音
楽
と
い
う
用
語
に
な
っ
て
い
る
 

、
、
、
 
、
 

の
だ
が
、
こ
 
う
 い
 う
無
 
%
,
 

為
 徒
食
の
意
味
に
解
し
た
も
の
と
見
え
る
。
「
喪
葬
 

令
 」
の
註
に
も
、
喪
は
死
屍
、
葬
は
蔵
だ
と
い
い
、
遊
部
の
 

名
の
出
る
 蠕
車
 （
葬
車
 

と
も
 註
す
 ）
に
次
い
で
、
 
鼓
 、
大
角
・
小
角
（
く
だ
即
ち
 

笛
 ）
、
 
幡
 、
金
釘
、
 鐘
 鼓
な
ど
の
楽
器
の
数
が
、
親
王
城
 

下
の
階
級
に
よ
っ
て
 定
 

め
ら
れ
て
を
 
り
、
且
 っ
こ
の
註
に
は
「
 
但
北
 条
遊
部
 謂
 野
中
古
市
歌
垣
 
之
類
是
 」
と
あ
る
。
歌
垣
の
類
と
あ
る
か
 

ら
に
は
、
歌
を
歌
 
う
こ
 

と
と
関
係
は
あ
ろ
う
。
ま
た
註
の
中
に
遊
部
の
員
数
を
 

ぎ
 い
て
い
る
の
に
対
し
、
徳
二
別
 

武
 一
と
あ
る
た
げ
で
、
 

こ
 れ
も
判
然
と
し
な
い
，
 

遊
び
と
は
、
音
楽
を
奏
し
、
ま
た
舞
踏
す
る
こ
と
で
あ
 

る
 」
 門
 源
氏
物
ま
 
叩
 
し
な
ど
に
は
至
る
と
こ
・
ろ
そ
の
用
語
例
 

が
あ
る
し
、
 コ
 
神
遊
 

・
「
東
遊
び
」
な
ど
、
音
楽
の
名
称
と
も
た
 

っ
 て
 

「
古
事
記
 
L
 に
語
る
天
若
日
子
の
喪
葬
に
つ
い
て
も
、
 

更
 

い
る
の
だ
か
ら
、
喪
葬
 
楽
 奉
仕
の
他
に
は
何
ら
の
労
役
な
 

に
こ
れ
か
ら
、
さ
し
挟
む
古
代
の
例
は
 

、
 何
か
に
つ
げ
 

く
 、
貴
人
喪
葬
の
礼
に
 

私
は
書
い
て
い
る
こ
 

大
和
国
高
市
郡
か
ら
い
で
て
仕
え
る
、
遊
部
と
い
う
 

民
 団
 が
あ
っ
た
と
見
て
よ
 
い
 で
あ
ろ
う
，
そ
の
部
曲
の
遊
び
 

た
る
職
掌
を
毎
 
為
 徒
食
 

の
 如
く
説
明
し
た
の
だ
が
、
そ
ん
な
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
 

と
も
か
く
、
雄
略
天
皇
の
亡
魂
が
荒
ん
だ
の
で
・
之
を
 

和
め
る
。
仏
教
的
に
 
@
 

え
ば
成
仏
せ
し
め
る
意
と
も
な
ろ
 

う
か
 。
い
や
そ
れ
よ
 
り
 今
少
し
古
い
意
味
に
お
い
て
、
荒
ぶ
魂
を
和
め
る
為
の
 

慰
霊
の
児
 術
 が
あ
っ
た
 

わ
け
だ
。
そ
の
呪
術
者
が
絶
え
た
る
女
系
地
白
皮
和
気
 

の
 職
分
を
、
円
目
玉
の
男
系
に
移
し
た
来
歴
に
つ
い
て
 

司
 
集
解
 三
 が
伝
え
て
い
る
 

と
い
う
よ
 う
 に
見
ら
れ
る
。
令
の
規
定
の
葬
具
と
し
て
 

の
鼓
 ・
笛
は
葬
列
の
威
儀
の
も
の
か
、
遊
部
が
奏
し
た
も
 

の
か
。
ま
た
七
日
 
セ
夜
 

御
食
を
奉
ら
な
い
為
に
、
 
御
魂
 が
あ
ら
び
た
と
い
う
の
 
。
だ
か
ら
、
死
後
 

濱
宮
 に
お
け
る
、
御
食
が
欠
け
た
と
い
う
 

、
そ
の
方
面
の
奉
仕
も
 

大
切
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
遊
部
と
い
う
以
上
は
鎮
魂
 

技
 術
 に
関
係
あ
る
部
曲
の
称
に
は
違
い
な
い
。
 

と
で
、
甚
だ
恥
し
い
気
も
す
る
が
、
か
と
い
つ
て
挙
げ
 

な
い
わ
げ
に
も
の
か
な
い
。
彼
の
神
話
で
は
、
い
ろ
い
ろ
 

な
 鳥
を
使
っ
て
葬
儀
を
 

 
 

行
っ
て
い
る
。
即
ち
喪
屋
を
作
り
、
 

ち
 （
死
者
の
食
物
を
持
っ
者
 

か
 ）
・
鷺
を
帯
持
ち
 

@
@
 
キ
 
と
し
、
 翠
 古
曲
 

珂
 （
 
か
 ム
リ
 
せ
み
 
）
を
 御
 

雀
を
碓
 

。
：
・
・
 

女
 、
 矩
を
失
 
ナ
キ
 
女
 
i
 と
し
て
八
日
八
夜
の
遊
 
び
を
し
た
こ
と
が
記
紀
に
語
ら
れ
て
い
る
。
右
に
詳
述
し
 

た
 遊
部
の
仕
事
と
大
体
 



  ナ Ⅱ : ア 

  

  

ア
 
/
j
 
ウ
ズ
メ
 

売
命
 （
大
鍋
 
女
命
 ）
の
神
懸
り
の
所
作
が
ま
ず
挙
げ
ら
 

れ
る
。
天
子
の
霊
威
を
新
し
く
切
り
換
え
る
 

適
 期
伝
承
が
 
基
 を
な
し
て
、
祭
儀
的
 

に
 構
成
さ
れ
た
神
話
で
あ
り
、
一
度
記
録
化
さ
れ
る
と
、
 

こ
ん
ど
は
そ
れ
を
起
原
と
し
て
の
故
実
と
考
え
る
よ
 

う
 に
な
る
。
大
石
屋
 
声
 に
 

 
 

 
 

籠
り
ま
し
た
天
照
大
神
が
「
い
か
ん
ぞ
大
鍋
 

女
 向
か
く
 
嬉
笑
す
る
か
」
（
 

紀
 ）
と
か
、
「
な
ど
て
大
字
彙
 

売
は
楽
 び
し
」
（
 
記
 ）
と
か
、
 
歌
 

や
 楽
器
の
事
は
書
き
伝
え
ら
れ
な
く
て
も
、
や
は
り
 

遊
 び
 （
音
楽
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
 

、
 誘
い
出
す
手
段
に
考
 

え
た
の
だ
。
そ
れ
も
 

実
 

宗
 
教
導
）
説
な
ど
、
様
々
な
解
説
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
 
的
意
は
招
魂
の
児
術
か
ら
出
た
話
し
と
見
る
の
で
あ
る
 

義
 

 
 

 
 

カ
ム
 
ワ
サ
 

 
 
 
 

 
 

 
 

術
は
、
石
上
伝
来
の
方
法
と
 
桁
突
 

3
O
 
3
 

き
 鳴
ら
し
て
霊
魂
を
覚
 G
 

O
O
O
 

相
通
じ
る
と
い
え
よ
 う
 。
鳥
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
 

多
分
に
鳥
の
習
性
か
ら
の
連
想
に
よ
る
も
の
と
思
 う
 」
 鳥
と
 霊
界
と
の
信
仰
的
 

な
 意
味
は
、
十
分
に
考
え
ら
れ
て
も
、
こ
れ
ら
の
農
一
 っ
 一
つ
の
性
質
ま
で
ほ
わ
か
ら
な
い
。
雀
や
雑
は
そ
の
 習
 性
か
ら
の
連
想
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
 帯
 持
ち
の
篇
は
掃
 き
 清
め
る
用
法
 よ
 り
は
、
散
乱
 す
る
霊
魂
を
寄
せ
集
め
る
兇
具
で
あ
っ
た
ろ
 う
 。
死
者
へ
 0
 食
は
、
黄
泉
戸
喫
 か
 

ら
御
 魂
の
飯
の
民
俗
に
至
る
ま
で
、
泣
女
は
 、
 笑
や
 課
 の
 外
来
知
識
に
敢
え
て
 俣
 つ
ま
で
も
な
い
古
代
の
喪
儀
 民
 俗
 と
い
え
よ
 う
 。
大
君
 

日
子
の
場
合
に
も
兄
御
と
し
て
の
音
楽
に
蘇
生
す
る
 印
 象
は
語
ら
れ
て
い
る
。
七
日
 セ
 夜
の
遊
び
と
か
八
日
八
夜
 の
 遊
び
と
か
、
 
息
 絶
え
 

て
 後
は
勿
論
の
こ
と
、
あ
る
い
は
重
病
仮
死
の
場
合
に
 も
 復
活
蘇
生
の
児
 術
 が
あ
っ
て
、
生
死
の
境
は
古
く
は
 容
 易
 に
判
別
出
来
な
か
っ
 

た
に
違
い
な
い
し
、
 
よ
 し
死
を
確
認
し
た
と
し
て
も
 遊
 び
が
重
ん
じ
ら
れ
た
。
遊
び
と
い
う
用
語
例
に
は
鳥
の
遊
 び
と
か
遊
猟
の
充
 字
が
 

あ
り
、
魚
釣
り
遊
ぶ
な
ど
か
 5
 た
 場
合
、
ま
た
野
遊
び
、
 
ぬ
 遊
び
の
如
く
 、
 昔
々
の
物
見
遊
山
、
万
葉
集
の
旅
人
 の
歌
に
も
「
世
の
中
の
 

遊
び
の
道
に
淋
し
く
 ば
 」
と
あ
る
な
ど
、
遊
興
娯
楽
的
 な
 面
が
思
い
浮
べ
ら
れ
よ
 う
 が
 、
 主
と
し
て
音
楽
を
さ
し
 た
の
で
あ
る
。
 

 
 

記
紀
歌
謡
も
様
々
な
用
途
が
考
え
ら
れ
る
が
、
概
し
て
 い
え
ば
鎮
魂
的
意
義
、
そ
れ
は
第
一
義
に
お
け
る
外
米
 
魂
 の
 釆
 触
を
意
味
す
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る
、
魂
ふ
 
り
の
 兄
術
 に
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
 の
が
多
い
。
大
石
屋
戸
の
神
話
に
は
、
記
紀
に
は
歌
を
ば
 記
さ
な
い
が
、
大
字
 受
 

一
 ・
 @
.
l
.
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外
来
 楽
は
 、
推
古
 朝
 （
一
八
一
二
）
既
に
伎
楽
の
伝
習
所
 

が
 投
げ
ら
れ
少
年
を
集
め
て
習
わ
し
め
、
平
安
初
期
に
か
 

げ
て
、
何
か
と
唐
の
 

文
化
を
摂
取
す
る
と
共
に
、
東
洋
諸
地
域
の
音
楽
も
釆
 

朝
し
た
が
、
古
楽
の
日
本
化
以
前
の
楽
譜
の
復
元
は
困
難
 

で
あ
ろ
う
。
伎
楽
の
曲
 

テ
 外
来
 楽
 

 
 

し
て
奈
良
朝
以
来
、
主
体
を
な
す
 儀
 
（
 
層
事
 本
紀
 ヒ
に
ょ
 っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
）
と
な
っ
た
。
緒
を
結
ぶ
 
、
む
 す
 び
の
 児
 術
は
民
俗
的
 

に
は
万
葉
集
の
歌
に
も
数
多
く
挙
げ
ら
れ
る
。
音
楽
と
 し
て
は
鎮
魂
歌
。
多
分
は
奈
良
朝
に
遡
り
得
る
も
の
で
、
 平
安
朝
の
神
楽
採
物
 歌
 

に
 進
展
す
る
。
 

蘇
生
の
説
話
は
、
大
国
主
命
に
も
あ
る
。
命
は
そ
の
 皮
 に
 美
し
く
強
大
に
な
っ
て
ゆ
く
。
記
紀
に
お
け
る
生
死
の
 問
題
、
喪
葬
の
信
仰
 

は
 、
日
本
武
尊
が
 亮
 じ
て
、
八
尋
自
知
 鳥
 
（
白
鳥
が
 
霊
 魂
の
象
徴
と
見
ら
れ
た
）
と
な
っ
て
飛
び
行
く
の
を
、
 妃
 や
 御
子
等
が
泣
く
な
く
 

歌
っ
た
 四
 首
の
歌
は
、
古
事
記
編
集
の
当
時
も
天
皇
の
 大
御
菱
に
歌
 う
歌
 だ
っ
た
。
そ
れ
以
来
の
伝
承
で
忙
な
い
 と
 思
 う
が
 、
明
治
と
大
 

ま
と
の
大
喪
の
御
簾
に
も
用
い
ら
れ
た
。
万
葉
集
に
お
 い
て
は
 濱
 宮
の
歌
で
、
日
並
皇
子
を
悲
し
ん
で
舎
人
等
 
が
 、
「
 働
傷
 し
て
作
れ
 

る
敵
 し
と
題
す
る
二
十
三
首
の
歌
な
ど
に
は
、
到
底
 雑
 仕
 宿
直
の
役
を
し
た
下
級
の
役
人
の
作
と
思
わ
れ
ぬ
非
凡
 な
作
が
あ
っ
て
、
柿
本
 

大
 麻
呂
は
そ
の
舎
人
の
一
人
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
 人
 麻
呂
の
如
 き
 代
表
詩
人
 ｜
 実
は
そ
う
い
う
儀
礼
 歌
 を
作
 る
 必
要
か
ら
、
彼
の
如
 

ぎ
 天
分
豊
か
な
歌
人
が
育
つ
た
と
言
え
る
１
 0
 作
 と
思
 は
せ
る
鎮
魂
的
な
意
義
内
容
の
歌
が
あ
る
。
然
る
 濱
富
め
 歌
が
 、
ど
ん
な
 時
 ど
 う
 

い
 う
 風
に
歌
わ
れ
た
か
は
わ
か
ら
ぬ
。
恐
ら
く
は
毎
日
 の
よ
う
に
声
に
出
し
て
歌
 う
 役
が
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
 

「
喪
葬
合
ニ
 に
 定
め
 

た
 鼓
や
笛
の
こ
と
な
ど
は
あ
る
い
は
送
葬
の
行
列
の
み
 
か
も
知
れ
ぬ
が
、
と
も
か
く
楽
器
も
種
々
あ
っ
た
時
代
 
で
あ
る
。
挽
歌
に
限
ら
 

ず
 、
万
葉
集
の
旅
宴
の
歌
な
ど
、
文
字
に
書
い
て
鑑
賞
 し
た
も
の
で
な
く
、
声
で
聞
 き
味
う
 た
で
あ
ろ
う
。
日
本
 古
 釆
の
穏
は
無
論
古
代
 

か
ら
 琴
 、
鼓
や
笛
に
合
せ
て
歌
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
 が
、
 歌
の
節
も
舞
い
の
振
り
も
古
代
そ
の
ま
ま
は
残
ら
ぬ
 。
久
米
舞
も
隼
人
舞
も
 

早
く
す
た
れ
た
。
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芸
 的
な
方
面
は
 、
 後
々
の
田
楽
や
伊
勢
休
神
楽
の
曲
芸
 に
 、
そ
の
亜
流
を
残
し
た
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
 正
倉
院
は
じ
め
東
大
寺
 

等
 の
諸
大
寺
に
伎
楽
面
を
残
す
の
み
で
あ
る
。
そ
の
 猫
 子
 頭
は
併
し
今
も
行
列
に
加
わ
り
、
伎
楽
系
統
の
獅
子
舞
 
（
特
に
曲
芸
を
も
発
達
 

廟
を
葛
城
の
高
宮
に
立
て
て
、
 八
 拾
の
舞
を
し
た
と
い
 

せ
し
め
た
）
は
様
々
な
形
式
を
生
ん
だ
。
 

ぅ
 こ
と
が
、
ひ
ど
く
宮
廷
を
刺
激
し
た
。
そ
の
筈
で
あ
る
 

 
 

。
百
八
十
部
曲
を
集
め
 

 
 

梅
天
皇
元
年
（
一
八
四
二
）
 
軒
暁
 天
皇
 濱
 宮
の
時
、
蘇
我
人
 車
蝦
 填
が
、
 己
の
祖
 

て
、
 予
め
 蝦
岐
 ・
入
庫
親
子
の
墓
を
造
ら
し
め
、
更
に
 上
宮
乳
部
の
民
を
聚
め
て
、
大
慶
山
陵
と
潜
称
し
て
使
役
 
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
 

 
 

で
 上
宮
大
娘
 姫
 三
が
憤
ら
れ
て
、
蘇
我
臣
は
国
政
を
専
 増
 し
て
 紬
礼
 を
な
す
と
歎
か
れ
た
と
い
う
」
八
橋
 舞
 の
 橋
 と
は
舞
人
の
列
の
こ
と
 

で
、
天
子
は
八
列
八
人
で
六
十
四
人
の
舞
、
諸
候
は
一
八
一
 

ハ
で
 三
十
六
人
と
い
う
風
に
 、
 下
に
ゃ
く
柱
舞
人
の
数
は
 減
じ
る
が
、
臣
下
の
八
 

橋
 舞
は
甚
だ
 潜
越
 至
極
、
然
も
先
帝
 濱
 宮
の
際
、
そ
の
 一
 
畏
 愁
を
尻
目
に
行
っ
た
の
に
対
し
、
上
宮
大
娘
娘
三
が
 嘆
 か
れ
た
の
も
道
理
で
あ
 

る
 。
 周
 代
の
舞
な
の
だ
か
ら
非
常
に
古
い
舞
で
、
恐
ら
 く
は
祝
福
の
儀
礼
で
あ
っ
た
ろ
 う
 。
七
世
紀
に
は
仏
教
に
 伴
 う
て
 有
形
無
形
の
外
 

末
文
化
が
渡
来
し
、
人
々
の
耳
目
を
驚
か
し
、
讃
歎
 し
 憧
曝
 さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
た
文
化
を
携
え
て
，
 
」
 そ
 宗
教
は
教
化
の
 力
 を
 

持
つ
こ
と
に
相
違
な
い
。
但
し
舞
楽
は
は
じ
め
か
ら
 仏
 教
 音
楽
に
用
い
ら
れ
た
か
ど
う
か
。
ま
た
は
仏
教
の
宗
派
 に
よ
る
如
何
、
そ
の
 発
 

生
や
変
革
も
知
ら
ぬ
け
れ
ど
、
梵
唄
と
か
、
声
明
と
か
、
 仏
教
の
儀
式
自
身
の
も
つ
音
楽
要
素
が
な
い
筈
も
な
い
 

「
日
本
紀
 ヒ
 の
中
に
 

は
 喪
葬
に
つ
い
て
の
仏
教
音
楽
の
記
事
は
な
い
。
大
武
 紀
に
 、
二
月
九
日
、
即
位
祝
賀
に
宋
朝
し
た
新
羅
の
使
が
 帰
国
す
る
に
さ
 い
し
、
 

難
波
に
饗
し
て
種
々
の
楽
を
奏
し
た
記
事
が
見
え
る
。
 ，
 
」
れ
は
勿
論
宗
教
に
関
係
な
い
こ
と
で
、
歓
送
の
宴
に
お
 げ
る
奏
楽
と
見
て
よ
い
 

鯨
 
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

抑
 

と
こ
ろ
が
、
四
年
夏
に
は
僧
尼
二
千
四
百
余
を
 請
じ
て
大
い
に
殺
意
す
る
仏
事
や
、
飛
鳥
寺
の
西
河
辺
に
 種
々
の
楽
を
奏
す
る
記
事
が
 

の
あ
り
、
御
蒲
 殿
 （
一
種
の
岩
屋
）
の
前
で
、
 
侶
 優
等
 に
 禧
を
賜
 ぅ
 こ
と
が
あ
っ
て
、
鎮
魂
に
与
る
楽
人
等
を
 優
遇
し
た
こ
と
が
見
え
、
と
⑭
 

ワ
サ
ブ
ギ
ビ
 

t
 

f
 ワ
ヤ
 
@
 ノ
 

白
丁
 

届
か
く
こ
の
紀
に
は
歌
舞
関
係
の
記
事
が
多
く
、
神
仏
 

能
 

習
合
以
前
の
神
仏
並
存
的
な
信
仰
様
相
が
窺
わ
れ
る
。
 朱
鳥
元
年
宮
を
名
づ
げ
て
 飛
 
5
 



  

秀
夫
，
唐
紅
（
 イ
乳
 ）
朝
臣
真
人
が
楽
官
奏
楽
。
 

、
 
t
 

と
あ
る
。
そ
の
膳
部
や
奏
楽
の
こ
と
は
、
令
の
遊
部
を
 
連
想
す
る
が
、
仏
事
は
 

一
層
鄭
重
で
、
（
日
本
的
に
は
み
か
づ
ら
）
を
 

濱
宮
、
、
、
、
 に
 奉
る
と
い
う
こ
と
や
、
薬
師
寺
で
も
 毎
遮
 大
会
を
行
 つ
 た
り
、
天
皇
崩
御
を
 

新
羅
に
告
げ
る
と
、
弔
問
 便
 が
来
朝
し
て
、
仏
像
や
金
 銀
の
宝
物
を
奉
っ
た
り
、
 濱
 宮
の
儀
も
俄
か
に
仏
教
的
色
 彩
 が
濃
厚
と
な
っ
た
。
 

併
し
、
課
題
の
中
心
と
す
る
芸
能
の
点
で
は
し
か
と
し
 た
 記
事
が
な
い
。
種
々
音
楽
と
い
う
こ
と
も
伎
楽
な
ど
 舞
 楽
の
古
式
な
も
の
を
 さ
 

す
と
 思
 5
 が
別
し
て
宗
教
音
楽
、
あ
る
い
は
古
代
の
鎮
 魂
 舞
踊
と
思
わ
せ
る
記
事
は
な
い
。
天
武
天
皇
崩
じ
て
 
一
 
年
を
経
た
 冬
 十
一
月
一
 

島
津
 御
 京
官
 と
 称
し
、
浄
行
者
 セ
 十
人
を
選
ん
で
 以
つ
 て
 出
家
せ
し
む
。
 乃
ち
 斎
を
宮
中
の
御
 窟
院
 に
設
く
と
 、
 窟
殿
 と
同
じ
よ
う
な
 

斎
日
 

4
 ヮ
 
@
@
@
 

p
 で
 マ
 然
も
僧
侶
の
祈
 藤
 が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
神
 事
 を
行
 う
 時
と
寺
院
で
斎
す
る
時
と
で
名
を
異
え
た
か
、
 別
々
の
施
設
か
見
当
も
 

つ
か
な
い
。
天
皇
の
為
に
観
音
像
を
造
り
、
観
世
音
経
を
 大
官
大
寺
に
説
か
し
め
た
り
、
ま
た
僧
尼
一
百
を
度
せ
 し
め
、
百
体
の
菩
薩
を
 

宮
中
に
坐
さ
し
め
て
、
観
音
経
二
百
巻
を
読
ま
し
め
た
 り
し
て
、
天
皇
の
御
店
平
癒
の
為
に
盛
ん
に
仏
事
を
行
 っ
 て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
 

神
祇
の
奉
幣
も
怠
り
な
か
つ
た
が
、
病
は
つ
い
に
癒
え
 結
 わ
ず
し
て
崩
御
、
翌
々
日
始
め
て
売
笑
（
み
ね
奉
り
）
 
、
南
庭
に
 濱
 宮
を
設
け
、
 

 
 

-
 と
）
は
亡
 き
 人
の
一
生
の
業
績
を
讃
え
る
こ
と
だ
が
、
 大
武
大
畠
は
幼
名
を
大
 

海
人
皇
子
と
申
し
た
。
壬
生
事
は
そ
の
幼
少
の
時
、
育
 て
 申
し
た
当
事
を
語
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
壬
生
の
 信
仰
に
つ
い
て
折
口
先
 

生
 説
を
援
用
す
る
と
大
変
で
あ
る
か
ら
省
略
し
て
、
 と
 も
か
く
壬
生
の
諌
は
諌
の
中
最
も
大
切
な
 諌
と
 思
わ
れ
る
 。
そ
れ
を
始
め
と
し
て
 

O
O
 

終
日
関
係
深
い
人
々
の
 諫
詞
や
 、
僧
尼
の
芙
が
続
 き
、
そ
 ぅ
 し
て
こ
の
紀
の
最
後
は
 、
佛
 つ
て
種
々
の
舞
を
奏
す
 と
 終
っ
て
い
る
の
で
あ
 

る
 。
 

朱
鳥
元
年
九
月
、
天
武
天
皇
崩
御
の
後
は
、
皇
后
（
 天
 智
 天
皇
皇
女
）
が
堅
二
年
即
位
、
持
続
大
畠
の
御
代
と
な
 る
が
、
先
帝
の
濱
 宮
 

の
 喪
礼
は
続
 き
 、
無
遮
大
会
を
大
宮
・
飛
鳥
・
 

墾
田
・
坂
田
に
殺
げ
た
と
あ
る
。
無
遮
大
会
を
「
限
り
 な
ぎ
拝
み
」
と
 訓
 ん
で
 

い
る
の
は
、
誰
彼
と
限
り
な
ぎ
意
で
、
僧
尼
庶
民
一
際
 人
々
の
分
け
隔
て
な
く
行
 う
 供
養
で
あ
る
。
歌
舞
を
も
 行
 

 
 

 
 

 
 

け
て
正
月
朔
日
と
い
う
に
、
や
は
り
 草
 聖
皇
太
子
（
 日
 並
 皇
子
 尊
 ）
は
公
卿
百
薬
の
八
等
を
率
い
て
、
濱
で
登
夫
 る
 礼
が
あ
り
、
 梵
衆
が
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難
唯
 詞
を
唱
え
る
の
で
「
あ
ら
れ
ば
し
り
」
と
い
う
 

名
称
が
あ
る
。
あ
る
い
は
後
々
の
念
仏
踊
り
の
よ
う
に
 

踊
 躍
 す
る
。
旋
回
動
作
を
主
と
 

7
 

。
Ⅱ
 

ら
し
も
」
と
い
う
元
明
天
皇
（
元
、
草
聖
皇
太
子
妃
）
の
 御
製
が
あ
る
。
こ
の
「
 楯
 立
つ
ら
し
も
」
は
武
士
ど
も
 が
 、
武
備
を
し
て
い
る
 

こ
と
と
解
し
て
、
女
帝
ら
し
く
軍
の
こ
と
を
憂
慮
せ
ら
れ
 て
い
る
の
だ
と
す
る
説
が
有
力
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
 こ
の
歌
に
和
し
 給
う
 た
 

御
 妹
の
御
名
部
皇
女
の
歌
（
七
五
）
の
内
容
 し
か
し
 

。
 

そ
の
解
釈
す
ら
右
の
憂
慮
に
和
し
た
も
の
と
解
し
て
の
 @
 
」
と
で
あ
る
し
、
題
詞
の
 

製
作
動
機
な
ど
絶
対
的
な
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
ー
に
 よ
 る
の
で
、
 釈
 契
沖
が
 、
 右
の
即
位
礼
の
威
儀
の
神
 盾
だ
 と
 見
た
説
の
方
が
事
実
 

に
 即
し
た
解
釈
で
あ
る
。
も
し
、
即
位
 礼
 に
は
大
眉
 竺
 エ
 て
る
行
事
が
あ
る
、
そ
れ
で
諒
闇
に
そ
の
楯
を
伏
せ
る
 儀
 が
あ
る
と
い
う
証
が
 

あ
る
な
ら
、
楯
状
（
 節
 ）
舞
の
意
義
も
据
わ
っ
て
 釆
る
 が
 、
そ
ん
な
都
合
 よ
 い
解
釈
も
強
い
ら
れ
な
い
。
日
日
本
 書
紀
 ヒ
 で
は
大
武
，
 持
 

続
紀
に
至
る
と
、
か
か
る
神
事
・
斎
会
の
記
述
が
多
い
。
 仏
会
が
一
層
公
的
に
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
 ぅ
 。
特
に
喪
葬
に
関
し
 

オ
ホ
マ
ヱ
 

ツ
ギ
 

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
物
部
民
伝
来
の
神
事
で
 
あ
る
。
万
葉
集
 巻
 一
に
「
大
夫
の
靭
の
音
す
な
り
。
 物
 部
の
大
臣
 
楯
 立
つ
 

甲
 な
ら
び
に
 刀
 楯
を
持
つ
と
あ
る
如
く
 
、
 楯
を
扱
 う
舞
 で
、
武
人
の
舞
歌
に
は
相
違
な
い
。
持
続
即
位
四
年
に
は
 

物
部
 磨
 が
大
眉
を
樹
 っ
 

日
 に
は
皇
族
は
じ
 

続
 き
 、
最
後
に
皇
 

の
大
き
な
古
墳
つ
 

諌
を
奏
し
て
傷
み
 

推
移
し
た
ろ
 う
 。
 

と
こ
ろ
で
右
の
 め

 、
宮
廷
百
官
、
諸
蕃
賓
客
が
、
 
濱
宮
 に
働
 芙
し
、
實
 
を
 奉
っ
て
楯
節
舞
を
奏
す
る
こ
と
が
あ
り
、
な
お
諸
氏
の
 

諌
が
 

祖
等
 の
 騰
極
 次
第
を
諌
 び
 奉
っ
て
、
か
く
一
年
の
仮
 
喪
 の
 儀
を
経
て
、
大
内
 
陵
に
 葬
り
奉
っ
て
い
る
。
一
面
に
は
 
規
模
 

ま
り
御
陵
の
出
来
る
期
間
と
い
う
事
も
あ
ろ
う
。
か
つ
 

一
面
に
は
招
魂
の
信
仰
を
持
つ
 

濱
宮
 の
 兄
術
 と
し
て
の
 呆
 や
、
 

奉
る
 、
 実
は
然
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
霊
は
安
ら
か
に
 

昇
 天
 す
る
も
の
と
考
え
た
。
蘇
生
を
期
す
る
招
魂
の
観
念
も
 

自
ら
 

楯
節
舞
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
舞
で
あ
ろ
う
。
樋
代
 

舞
 （
天
平
勝
宝
四
年
大
仏
開
眼
の
際
）
と
も
 

充
字
 し
て
い
 る
 。
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
 
 
 

 
 

 
 

す
る
舞
い
に
対
し
て
、
跳
躍
す
る
こ
と
、
た
ば
し
る
 と
 ぃ
 5
 表
現
が
あ
る
が
、
踏
み
跳
ね
つ
つ
歩
く
動
作
に
 よ
 る
 々
の
 
ル
仲
仲
 

か
も
知
れ
ぬ
。
 
大
 

陸
 で
も
民
間
の
雑
楽
だ
と
見
え
る
。
日
本
の
歌
垣
に
も
 類
し
た
の
で
、
古
典
に
お
い
て
も
踏
歌
・
歌
垣
を
混
用
し
 て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
 

舞
踏
は
行
列
を
組
ん
で
朱
雀
門
に
訪
れ
る
と
い
つ
た
 、
祝
 福
 的
な
正
月
行
事
で
、
漢
人
等
の
外
来
楽
の
模
様
は
 ム
 
「
で
は
わ
か
な
 ね
 。
た
だ
 

神
事
舞
踊
と
し
て
平
安
朝
の
佛
を
伝
え
る
の
は
、
熱
田
 神
宮
・
住
吉
大
社
な
ど
に
今
も
正
月
神
事
と
し
て
踏
歌
 祭
 が
 行
わ
れ
、
熱
田
で
は
 

コ
 オ
コ
ン
 

ジ
 

高
巾
子
と
い
う
白
く
高
い
巾
子
の
冠
を
つ
げ
た
役
が
 、
宮
 域
内
の
各
社
の
前
で
、
催
馬
楽
を
歌
っ
て
、
大
前
の
演
 技
 が
あ
る
。
ど
こ
の
 そ
 

 
 

れ
も
僅
か
づ
 
つ
 滑
稽
な
 唱
 詞
を
重
ん
じ
た
も
の
だ
が
、
 

武
 家
 時
代
の
千
秋
月
オ
も
同
様
な
祝
福
 芸
 で
、
今
も
そ
の
 
片
鱗
は
窺
え
よ
 う
 。
 

五
節
舞
は
文
献
的
に
は
古
代
以
来
の
も
の
で
、
名
義
に
 つ
い
て
も
諸
説
あ
る
が
、
聖
武
大
畠
の
十
五
年
五
月
群
臣
 を
内
裏
に
宴
し
た
と
 

き
 、
皇
太
子
（
阿
倍
内
親
王
、
後
の
孝
 謙
 ・
称
徳
天
皇
 ）
が
、
太
上
大
畠
（
元
正
 レ
 の
前
で
、
五
節
の
舞
を
舞
 う
 た
際
、
太
上
天
皇
に
 

申
し
た
「
宣
命
」
に
 よ
 る
と
、
天
武
天
皇
の
御
恩
恵
 に
、
 上
下
を
斉
え
和
ら
げ
て
平
安
で
あ
る
た
め
に
は
、
礼
と
 楽
 と
二
 つ
 並
べ
て
こ
そ
 

米
久
に
平
安
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
舞
を
造
ら
れ
た
聖
旨
 を
 受
け
継
ぐ
た
め
に
、
皇
太
子
に
学
ば
し
め
た
由
を
 、
 申
し
上
げ
た
の
に
対
し
 

て
 、
太
上
天
皇
は
天
皇
の
聖
慮
を
讃
称
し
、
今
日
の
舞
 を
み
れ
ば
、
単
に
遊
び
（
音
楽
）
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
 、
天
下
の
人
に
君
臣
 親
 

子
の
理
を
教
え
趣
 け
 給
ふ
も
の
と
答
え
申
し
て
を
ら
れ
 る
 。
こ
の
宣
命
に
は
礼
楽
の
儒
教
思
想
が
窺
わ
れ
る
。
も
 つ
と
も
、
日
本
書
紀
は
 

漢
文
な
の
だ
か
ら
、
儒
教
思
想
が
あ
る
の
は
当
然
で
、
 
ョ
机
 日
本
・
 
紀
 L
 の
宣
命
（
和
丈
と
し
て
最
も
古
ぃ
文
献
）
に
 
さ
え
も
儒
仏
の
影
響
の
 

表
 わ
れ
た
部
分
が
あ
る
。
 

釈
貧
 の
 服
 器
や
儀
式
の
改
定
も
、
こ
の
 聖
 武
紀
に
見
え
 る
ほ
ど
、
そ
の
以
前
か
ら
あ
っ
て
、
仏
法
渡
来
期
の
物
部
 ・
蘇
我
の
対
立
は
 
、
 

政
争
と
ま
で
な
っ
た
の
だ
が
、
 

歩
 く
も
宗
教
と
し
て
の
 形
態
・
文
化
は
 、
 末
だ
宗
教
と
し
て
の
体
系
を
持
た
な
か
 つ
た
 古
代
信
仰
の
上
に
 

 
 

ぬ
 え
ら
れ
た
。
古
代
信
仰
に
著
し
い
常
世
神
と
し
て
、
 ま
 さ
に
海
彼
岸
か
ら
未
り
臨
ん
だ
、
目
も
あ
や
な
る
一
種
 の
神
と
し
て
迎
え
ら
れ
 

た
 。
そ
の
こ
と
に
関
し
て
も
こ
こ
に
私
が
述
べ
る
ま
で
 も
な
い
先
師
の
卓
説
が
あ
る
。
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添
 
う
 
山
村
に
散
在
す
る
神
事
芸
能
を
は
じ
め
、
都
会
地
 

に
 
残
存
し
た
も
の
と
し
て
の
同
類
に
は
、
板
橋
区
赤
塚
 

や
 
徳
丸
の
田
遊
び
（
 

い
 
わ
 

転
 
鰯
 
の
神
抑
の
展
開
そ
れ
自
身
が
祭
典
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
 

神
な
ど
仏
法
守
護
神
か
あ
る
い
は
配
下
の
神
 
ゆ
る
田
楽
と
し
て
は
、
浅
草
三
社
の
棚
 

碇
ヂ
 
か
、
 

  

 
 

 
 
 
 

難
 の
と
い
つ
て
よ
い
。
且
つ
一
方
中
世
に
お
け
る
 

新
 し
き
芸
能
の
発
生
を
 

う
 
な
が
し
て
自
ら
は
固
定
し
て
残
存
 

し
て
い
る
。
そ
の
宗
教
的
意
 

9
 

 
 

&
 び
 詰
手
、
種
々
の
音
楽
な
ら
び
に
 

威
 く
に
来
集
 
す
 。
 ま
 た

 王
臣
諸
氏
五
節
・
 

久
 

大
仏
開
眼
（
七
五
二
）
に
は
、
孝
謙
天
皇
親
 

ら
 文
武
百
 
官
を
率
い
て
 
設
 帝
大
会
す
。
そ
の
 

儀
 一
に
元
日
に
同
じ
と
 

あ
る
か
ら
、
こ
れ
 

以
 

ポ
舞
・
楯
状
・
踏
歌
・
 

裡
袴
 等
の
歌
舞
、
東
西
に
声
を
 

発
し
、
庭
を
分
ち
て
 

奏
す
 。
 伸
 す
所
の
奇
 
偉
 勝
て
記
す
可
 
か
ら
ず
。
仏
法
吏
 

帰
ょ
 

り
 、
斎
会
の
儀
未
だ
嘗
て
此
の
如
く
盛
ん
な
る
は
有
ら
 

ず
 」
と
言
 
う
 の
は
、
あ
え
て
誇
張
と
は
思
わ
れ
な
 か
し
て
か
く
の
如
く
 

固
 

 
 

有
の
芸
能
を
奏
し
て
い
る
外
に
、
「
東
大
寺
要
録
 

ヒ
に
 は
 、
な
お
伎
楽
・
散
楽
・
唐
楽
を
は
じ
め
、
梵
音
（
二
百
 

・
 
錫
伏
ご
 一
百
人
）
 

唄
 （
十
人
）
や
大
仏
に
奉
る
歌
を
歌
っ
て
い
る
。
な
お
 

当
代
の
仏
会
歌
謡
に
つ
い
て
は
高
野
辰
之
氏
の
日
日
本
 

歌
謡
 史
 L
 に
法
華
讃
歎
 

・
百
万
讃
歎
・
仏
足
石
の
歌
等
に
つ
い
て
詳
し
い
考
証
が
 

あ
る
。
「
仏
足
石
 

歌
 」
は
国
文
学
の
領
域
で
も
あ
る
が
 

、
讃
歎
の
佑
頚
の
音
楽
 

的
な
方
面
は
私
に
は
判
ら
な
い
。
大
仏
礼
拝
に
も
奏
し
 

た
 五
節
や
田
舞
は
 
、
 古
く
か
ら
の
鎮
魂
舞
踊
で
、
五
節
は
 

前
述
し
た
通
り
の
祝
福
 

と
し
て
の
 
魂
 ふ
り
だ
。
田
舞
は
天
智
 

紀
 に
も
あ
っ
て
 
五
 月
 に
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
実
際
の
田
植
時
に
行
 

う
 、
 田
の
鎮
魂
（
円
仁
 

よ
 

ぎ
 霊
を
ま
ぶ
し
込
め
る
兄
御
）
で
あ
る
も
の
の
、
し
か
 

し
 何
か
固
定
し
た
式
楽
と
な
っ
た
感
じ
が
あ
る
。
し
か
も
 

今
日
も
伝
来
す
る
田
楽
 

，
田
遊
び
の
中
に
も
古
代
要
素
の
強
い
芸
能
種
目
豊
か
な
 

正
月
の
予
祝
神
事
が
あ
り
、
三
河
北
設
楽
郡
山
間
の
各
 

村
の
 「
花
祭
り
」
 

、
 （
 
神
 

 
 

楽
 ・
田
遊
び
の
地
方
塔
）
そ
れ
に
隣
接
し
た
 

南
 信
州
 新
 野
の
「
雪
祭
り
」
、
「
遠
山
祭
り
円
遠
州
の
「
西
浦
田
楽
」
 

等
 、
こ
と
に
天
寵
 
川
に
 



  

識
は
薄
ら
い
で
も
、
今
で
は
文
化
財
と
し
て
の
価
値
を
 自
任
し
て
い
る
如
 き
 現
状
で
あ
る
。
神
事
は
一
種
の
演
劇
 型
態
 の
も
の
た
と
い
，
 え
 

 
 

ば
、
 叱
る
人
も
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
 神
 
（
神
人
）
が
 来
 臨
し
て
 カ
 あ
る
所
作
（
例
え
ば
反
問
）
 

を
 施
す
、
あ
る
い
は
 貴
 

く
 強
い
神
に
降
服
し
た
悪
魔
精
霊
の
側
の
神
が
、
そ
の
 降
服
し
た
時
の
状
態
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誓
約
を
 固
め
、
村
人
の
安
全
を
 

保
障
す
る
。
そ
う
い
う
祭
祀
型
態
と
し
て
の
古
代
伝
承
 ち
 い
 う
 の
で
、
娯
楽
と
し
て
な
り
芸
術
と
し
て
な
り
、
 

鑑
 賞
す
る
た
め
の
演
劇
な
 

の
で
は
な
い
。
芸
能
と
い
う
言
葉
自
身
古
く
は
 態
芸
 、
 つ
 ま
り
身
体
を
用
い
る
信
仰
的
、
儀
礼
的
動
作
で
、
一
八
十
一
百
 の
 総
称
で
も
あ
り
、
 
近
 

釆
の
芸
能
そ
れ
は
歌
舞
音
楽
を
主
と
す
る
用
例
と
も
 違
 つ
て
は
い
る
。
だ
か
中
古
既
に
第
一
義
の
鎮
魂
要
素
が
 亡
 か
 
れ
ら
れ
、
変
遷
し
、
 
次
 

第
 に
神
事
か
ら
離
れ
て
、
見
物
を
対
 宋
 と
す
る
鑑
賞
・
 
娯
楽
と
も
な
っ
た
。
そ
れ
は
恐
ら
く
勧
進
能
な
ど
を
 起
占
 ，
と
し
て
小
屋
、
今
で
 

え
ば
劇
場
の
発
達
と
な
っ
て
来
た
も
の
だ
。
そ
れ
に
し
 て
も
近
代
ま
で
は
祐
天
赦
 
m
 を
立
て
た
り
、
翁
や
三
番
 央
が
 条
件
的
に
行
わ
れ
て
、
 

神
と
の
縁
は
断
ち
切
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
。
今
日
と
も
 な
れ
ば
神
の
介
在
は
迷
惑
に
思
 5
 者
が
多
い
に
追
い
な
い
  
 

宗
教
と
芸
能
と
い
え
ば
、
神
道
の
み
で
は
な
い
。
な
る
 ほ
ど
神
社
祭
祀
に
は
雅
楽
の
管
絃
が
調
わ
な
い
ま
で
も
（
 祭
式
は
平
安
朝
の
儀
 

式
 に
基
く
か
ら
、
祭
祀
音
楽
と
し
て
は
、
当
然
雅
楽
が
曲
 一
雄
 な
 占
で
重
ん
じ
ら
れ
る
、
太
鼓
笛
を
用
い
る
祭
式
は
 あ
る
し
、
境
外
の
神
 賑
 

い
に
至
っ
て
は
、
近
代
に
な
る
と
、
移
動
神
座
に
伴
っ
て
 打
ち
 離
 す
雛
子
に
至
る
ま
で
、
祭
礼
に
は
な
く
て
な
ら
 ぬ
も
の
の
よ
く
 ノ
 み
は
、
 
旦
示
 

物
的
な
風
習
と
ま
で
な
り
、
そ
れ
だ
け
に
社
会
環
境
や
 時
代
感
覚
の
変
化
に
よ
っ
て
様
々
な
批
判
も
起
り
、
反
省
 も
 促
さ
れ
て
い
る
。
 
し
 

か
し
そ
の
町
の
祭
礼
型
態
は
中
世
か
ら
発
達
し
た
も
の
で
 、
 祭
り
に
は
重
要
な
要
素
と
も
な
り
条
件
で
も
あ
る
が
 、
神
社
に
と
っ
て
 は
唯
 

一
 絶
対
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
も
な
い
。
こ
と
に
芸
能
は
 こ
れ
ま
で
に
も
消
長
が
あ
っ
た
よ
 う
 に
、
進
歩
し
て
い
 
つ
て
も
わ
る
く
は
な
い
 

筈
 の
も
の
だ
。
伝
承
行
事
は
氏
子
が
参
与
し
、
あ
る
い
 は
 氏
子
で
な
く
て
は
出
来
な
い
技
術
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
 生
活
条
件
が
変
っ
て
 釆
 

る
と
伝
承
性
が
稀
薄
と
な
っ
て
ゆ
く
、
現
在
生
活
文
化
 の
 向
上
と
社
会
環
境
の
変
化
と
は
、
村
の
芸
能
に
も
大
き
 な
 影
響
が
あ
る
。
そ
の
 

文
化
財
的
価
値
の
如
何
は
別
と
し
て
、
た
と
え
ば
獅
子
 舞
 の
如
 き
 、
古
代
に
 
猪
 
・
鹿
に
扮
し
た
精
霊
の
舞
の
悌
が
 万
葉
集
の
歌
に
も
印
象
 

が
あ
る
け
れ
ど
、
今
日
の
獅
子
頭
に
 よ
 る
一
般
の
獅
子
 舞
は
伎
楽
が
将
来
し
て
以
来
、
田
楽
な
ど
の
 引
 き
つ
い
だ
 特
殊
な
神
人
に
よ
る
 兄
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四
 

宗
教
音
楽
 

芸
能
の
宗
教
的
意
義
と
題
す
る
上
は
 、
 実
は
も
つ
と
 埋
め
 
冊
 的
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
事
柄
は
実
 践
面
 で
あ
る
し
、
 私
 

に
し
て
出
来
る
こ
と
は
、
若
い
時
、
神
楽
な
ど
を
見
て
 歩
い
て
、
い
く
ら
か
歴
史
的
に
ま
と
め
た
程
度
で
、
教
義
 内
容
と
な
る
と
全
く
 恥
 

し
い
こ
と
し
か
言
え
な
い
。
し
か
し
、
法
会
に
も
広
い
立
 
息
株
で
の
芸
術
要
素
が
あ
る
。
第
一
 %
 経
も
た
だ
読
ん
で
 

 
 

経
の
発
声
法
も
声
楽
的
価
値
は
高
い
仁
違
い
な
い
。
 梵
 唄
 ・
声
明
・
和
讃
・
念
仏
、
こ
の
中
に
は
次
第
に
下
級
の
 僧
 が
衆
生
に
及
ぼ
し
た
 

教
化
の
 力
 の
大
き
い
も
の
が
あ
る
と
思
 う
 。
説
教
を
く
 だ
い
て
、
や
が
て
 俄
悔
 物
語
や
古
浄
瑠
璃
を
発
達
さ
せ
 文
 盲
の
民
の
心
に
染
ま
せ
 

て
 感
化
し
た
方
面
も
、
是
非
辿
り
た
い
方
面
で
あ
る
。
 

儀
式
と
し
て
は
、
寺
院
で
も
教
会
で
も
音
楽
の
な
い
 例
 が
あ
ろ
う
か
。
木
魚
の
音
・
鉦
の
響
 き
 、
読
経
の
声
々
。
 そ
れ
だ
け
で
も
音
楽
 

的
 効
果
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
会
の
 ナ
 ル
ガ
ン
の
荘
重
な
調
べ
も
、
讃
美
歌
の
合
唱
。
そ
れ
は
 
正
し
く
宗
教
音
楽
で
あ
 

議
る
 。
仏
教
の
梵
唄
と
か
和
讃
、
キ
リ
ス
ト
教
の
讃
 夷
歌
 は
 、
教
理
を
内
容
と
し
、
布
教
上
に
も
重
大
な
役
割
 を
も
つ
宗
教
要
素
の
強
い
も
 

の
で
、
芸
能
と
は
誰
も
見
な
い
で
あ
ろ
う
。
神
社
の
方
 に
は
そ
れ
が
な
い
と
も
舌
口
え
る
。
日
本
の
芸
能
と
い
え
ば
 
前
述
の
 ょ
 5
 な
 信
仰
的
 

な
 伝
承
な
の
だ
か
ら
、
念
仏
芸
の
要
素
も
影
響
も
多
い
 も
の
だ
が
、
祭
祀
は
芸
能
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
も
い
る
わ
 け
だ
。
だ
が
神
社
音
楽
 

と
い
え
ば
、
誰
し
も
雅
楽
を
挙
げ
る
 肛
 違
い
な
い
。
 

術
的
 舞
踊
で
、
関
東
な
ど
で
は
近
代
こ
と
に
山
伏
的
な
 

指
導
者
に
よ
っ
て
流
布
さ
れ
て
、
村
人
と
な
る
た
め
の
 

成
 年
戒
的
な
意
味
も
大
 
き
 

か
つ
た
。
そ
う
し
て
獅
子
舞
に
限
ら
ず
、
難
業
と
も
い
 

ぅ
 べ
 き
 苦
し
い
舞
踏
を
成
し
了
え
て
は
じ
め
て
一
人
前
の
 

村
人
と
し
て
認
め
ら
れ
 

る
 舞
踊
、
い
わ
ゆ
る
年
齢
段
階
に
 
よ
 る
通
過
儀
礼
と
し
 
て
の
 幼
 ・
 少
 ・
 青
 ・
 壮
 と
次
第
に
重
い
舞
踏
と
な
る
、
 
そ
 ぅ
 し
た
成
年
戒
の
方
法
 

は
 三
河
花
祭
は
じ
め
神
事
舞
踊
に
は
な
は
だ
多
 

い
 。
 こ
 れ
ら
中
世
以
来
の
民
間
信
仰
は
神
仏
 

混
漬
 だ
か
ら
、
こ
 う
 い
 う
 芸
能
の
形
態
や
意
 

義
 内
容
は
陰
陽
道
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
 



      ㌔ 

と
し
て
、
加
茂
の
臨
時
祭
に
奉
納
す
る
に
至
り
、
神
事
 歌
 と
し
て
神
を
讃
え
る
歌
舞
を
加
え
る
よ
さ
に
な
っ
た
。
 も
つ
と
も
そ
の
種
の
讃
 

ゴ
 @
 

軟
は
、
奈
良
朝
の
仏
足
跡
歌
の
方
が
早
い
。
記
紀
歌
謡
 万
葉
集
に
も
神
人
を
祝
福
す
る
寿
詞
的
性
格
が
見
出
せ
る
 。
そ
こ
に
日
本
の
芸
能
 

の
 宗
教
的
意
義
が
あ
る
と
も
舌
口
 
え
よ
う
 。
と
も
 角
 、
神
 楽
歌
 と
な
っ
て
は
神
事
内
容
に
即
し
、
勅
撰
集
で
い
え
ば
 神
祇
釈
教
の
部
類
、
更
 

ら
 、
そ
の
宗
教
的
意
義
は
い
う
ま
で
も
な
い
よ
う
な
も
 の
の
、
之
も
神
人
に
伴
わ
れ
て
く
る
精
霊
的
な
役
が
主
体
 を
な
す
、
宮
廷
楽
に
固
 

カ
 シ
 ワ
 
サ
 

走
 す
る
以
前
の
神
 韻
 が
あ
っ
た
と
す
る
師
説
を
 、
 私
は
 し
ば
し
ば
祖
述
し
布
 街
 し
て
 来
 た
が
、
こ
こ
で
は
神
前
に
 お
 げ
る
神
秘
な
方
面
 だ
 

 
 

げ
を
 い
お
 う
 。
鎮
魂
祭
の
歌
に
も
や
や
性
質
の
似
て
い
 る
 、
神
楽
の
「
採
物
 歌
 」
、
之
は
神
の
兄
 物
 
か
神
宝
を
読
 み
こ
ん
だ
も
の
で
、
 
歌
 

ウ
 ソ
ビ
 
@
 

詞
の
内
容
は
氏
人
の
祭
り
の
ま
ど
い
の
楽
し
さ
を
内
容
 と
し
た
も
の
や
、
神
の
社
の
御
栄
え
を
言
ほ
ぐ
も
の
が
 選
 ば
れ
、
あ
る
い
わ
採
物
 

の
神
聖
な
出
所
を
歌
 5
 
て
神
の
祝
福
を
期
す
る
と
い
つ
 た
 、
い
か
に
も
神
事
的
意
義
に
即
し
た
歌
詞
な
の
で
、
 こ
 
の
点
、
東
遊
び
は
東
の
 

ク
こ
プ
 

@
 

歌
舞
の
意
で
東
国
の
民
謡
を
風
俗
（
国
俗
）
と
し
て
 宮
 廷
 に
奉
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
が
、
人
が
楽
し
む
こ
と
は
神
 も
 喜
び
和
み
 給
ぅ
 も
の
 

久
米
舞
は
大
伴
 氏
が
 琴
を
弾
 き
 、
佐
伯
氏
は
刀
を
持
っ
 て
 舞
い
 

世
人
、
邦
禁
 女
 五
人
、
与
 韓
 
（
 漢
 ）
養
女
舞
七
人
の
中
、
 

五
人
 

が
童
 白
か
れ
て
い
る
が
、
 

木
 「
 伝
 釆
の
舞
楽
に
は
な
い
。
 
雅
 楽
は
瑳
 

出
し
て
、
外
来
楽
を
日
本
化
し
、
新
作
の
舞
楽
も
で
 き
 、
ま
た
 

，
 ゾ
グ
 

「
催
馬
楽
」
・
「
風
俗
」
・
「
倭
舞
」
な
ど
が
定
め
ら
れ
 た
 

神
遊
び
の
種
類
は
奈
良
朝
以
前
に
も
あ
っ
た
に
は
相
違
 な
 か
 

 
 

成
立
と
も
い
 
う
 べ
き
、
「
内
侍
所
の
御
神
楽
」
は
一
条
 朝
 
（
 
十
 、

 即
ち
蜘
蛛
を
斬
る
と
い
う
よ
う
な
事
の
外
に
、
要
理
 舞
 六
人
。
久
大
 舞
 

 
 

は
著
 中
帯
、
度
羅
楽
と
い
う
よ
う
な
古
代
舞
楽
、
 

蟹
後
 
（
 立
琴
 ）
師
な
ど
 

峨
朝
仁
 明
朝
す
な
わ
ち
九
世
紀
前
半
に
幾
多
の
天
分
 豊
 か
な
音
楽
家
が
輩
 

古
来
の
日
本
歌
舞
も
外
来
楽
器
に
乗
せ
て
、
「
神
楽
」
 
・
「
東
遊
び
」
 
，
 

ろ
 う
 。
宮
廷
の
鎮
魂
舞
踊
に
し
て
も
、
変
転
の
跡
は
辿
 れ
る
が
、
最
後
の
 

世
紀
末
）
と
い
わ
れ
る
。
賢
所
の
御
前
 
て
 奏
す
る
神
事
 音
楽
な
の
だ
か
 

雅
楽
と
は
俗
楽
雑
楽
淫
楽
に
対
し
て
、
正
し
い
音
律
に
 よ
る
典
雅
な
音
楽
と
い
う
こ
と
で
、
音
楽
理
論
を
伴
っ
て
 い
る
。
東
洋
諸
国
の
 

そ
れ
ら
が
、
ど
の
程
度
に
故
国
の
音
楽
の
ま
ま
て
行
わ
 れ
て
い
た
か
、
肝
腎
の
故
国
に
は
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
 か
ら
知
る
由
も
な
い
。
 

「
職
員
令
」
の
雅
楽
寮
を
見
て
も
、
外
来
楽
の
種
類
も
 、
 楽
師
の
員
数
も
相
当
に
多
く
、
「
令
集
解
 ヒ
の
 註
に
は
 尾
張
浮
足
 説
 と
し
て
、
 
<,1 曲 ) 山 2 
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芸能の宗教的意義   能 番 修 を 信 な て 能 と芸 前進 に ・絃の 管師 が松 もな 宗教 歌 や 組 が 羅切 唱え 仲酌 いる 

、 歌 楽   

も の る   

  た祀優の 

寺とニ すれば近い大 西 にも 

ぅは 、 今 とは い 固い切 多 ・ し いトつ 舞 お 舞の 自首     
し は い に ま ら い 扱 昔 来 な   て   儀づ 価 た の え い 楽 の   
い 礼 れ し 繰構 ば な で 光信 
る を に な 遮 戒 能 が あ 術 仰 

人 的 の ム   

ヰ @ Ⅰ 

サま 

法 
楽 

和 
歌 
と 

な 
つ 
て 
ゆ 
{   
起 
    
で 

も 

あ 
る 



      
乱
拍
子
，
 

八
掛
ひ
か
が
り
 

ル
 

ム
井
と
 

当
 5
 
@
 
べ
ん
答
弁
走
筆
が
あ
っ
て
、
延
年
 
な
る
も
の
は
、
僧
家
の
芸
能
大
会
と
で
も
命
名
し
た
い
く
 ら
い
で
あ
る
。
即
ち
 前
 

代
の
舞
楽
の
他
に
、
当
代
の
趣
味
に
合
す
る
 舞
と
謡
 
（
 
糸
倫
 ・
白
拍
子
・
 相
 乱
拍
子
）
と
を
加
え
、
ま
た
別
に
故
 事
 旧
説
を
仕
組
ん
で
、
 

称
す
る
田
楽
 や
 、
東
遊
び
の
変
形
が
あ
っ
て
 、
 恐
ら
く
 総
合
的
 

は
れ
る
芸
能
が
散
在
す
る
。
 

六
芸
能
の
隆
盛
期
 

平
安
朝
末
期
か
ら
発
達
し
た
芸
能
に
延
年
と
称
す
る
も
 め
 が
 

年
式
は
元
文
四
年
（
一
七
三
九
）
で
、
江
戸
中
期
の
記
 録
 な
が
 

 
 

「
ま
ず
 寄
 楽
の
喜
春
楽
が
あ
り
、
次
に
振
鉾
・
 舞
催
 ・
 愈
 丑
室
抑
 

-
-
-
 

口
 ●
 に

 身
に
渡
っ
て
 
、
 更
に
分
離
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
得
の
芸
 

風
を
備
え
た
と
 
思
 

あ
る
。
主
と
し
て
奈
良
京
都
に
お
け
る
諸
大
寺
に
行
わ
 

れ
た
。
興
福
寺
 
延
 

ら
 、
そ
の
大
要
が
う
か
が
え
る
。
高
野
氏
の
日
日
本
歌
 

語
史
 ヒ
を
 引
く
と
 

披
露
の
詞
・
開
口
・
 
射
払
 ・
 間
駈
者
 
ね
連
事
 

，
。
 

・
Ⅰ
と
 

よ
り
ヵ
み
 

小
い
部
 

 
 

ら
れ
た
。
山
寺
の
立
石
寺
は
慈
覚
大
師
建
立
の
寺
と
伝
、
 
ぇ
 、
天
王
寺
の
楽
師
 林
 氏
が
伝
え
た
と
い
う
舞
楽
が
 、
山
 内
の
山
王
権
現
と
神
前
 
n
 

の
 根
本
中
堂
、
薬
師
如
 末
 の
右
舞
ム
 
コ
 で
行
わ
れ
る
。
 林
 氏
は
河
北
町
谷
地
に
住
む
の
で
谷
地
舞
楽
と
称
し
、
楽
器
 も

曲
目
も
す
こ
ぶ
る
 簡
 
⑨
 

略
 化
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
退
化
の
途
を
た
ど
つ
て
は
 い
る
が
、
舞
楽
系
統
の
郷
土
芸
能
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
 各
所
に
散
在
す
る
。
 糸
 

魚
川
 市
に
は
少
年
に
舞
え
る
よ
 う
 に
仕
立
て
た
舞
楽
が
 根
 加
山
寺
の
日
吉
祭
に
行
わ
れ
る
。
こ
れ
も
 天
 ム
ロ
系
の
も
 
の
だ
 "
 そ
う
し
て
次
に
 

述
べ
よ
う
と
す
る
延
年
し
て
も
、
舞
楽
な
ら
舞
楽
だ
 け
 が
 飛
ん
で
行
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
ま
た
 神
楽
系
統
に
影
響
を
与
 

え
た
と
い
う
点
で
は
、
越
後
の
弥
彦
神
社
、
遠
州
の
小
 園
神
社
、
森
町
の
山
名
神
社
に
少
く
と
も
演
目
の
上
か
ら
 舞
楽
系
統
と
名
づ
く
べ
 

ぎ
 神
楽
が
あ
り
、
隠
岐
国
分
寺
の
四
天
王
寺
 祭
 に
行
わ
 れ
て
い
る
蓮
華
会
の
蓮
華
 舞
 に
は
、
仏
の
舞
、
眠
り
舞
 な
 ど
笛
 ・
太
鼓
の
楽
に
合
 

せ
て
、
素
朴
な
舞
な
が
ら
、
な
る
ほ
ど
舞
楽
以
外
の
楽
 で
は
な
い
。
蘭
陵
王
は
そ
の
面
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
わ
か
 る
も
の
の
、
遠
蛙
楽
に
 

至
っ
て
は
一
名
を
麦
 焼
舞
 と
い
う
如
く
、
百
姓
の
麦
 焼
 （
麦
打
ち
の
一
万
法
）
と
称
す
る
所
作
に
よ
っ
て
名
づ
け
 
た
 、
そ
れ
こ
そ
百
姓
の
 

=
 
ウ
 

舞
楽
、
そ
う
な
れ
ば
散
楽
と
い
う
方
が
適
切
な
く
ら
い
 だ
 、
で
も
ま
あ
舞
楽
の
亜
流
だ
。
隠
岐
の
よ
う
な
小
さ
い
 島
で
も
「
 修
 拝
礼
」
と
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低
級
な
が
ら
も
劇
の
構
造
に
な
る
も
の
（
 連
事
 ・
 
走
 ）
 を
 交
え
て
演
じ
た
の
で
あ
る
，
そ
の
上
、
作
り
物
を
し
て
 、
こ
れ
に
楽
を
加
え
て
 

演
じ
た
り
（
風
流
）
、
あ
る
い
は
滑
稽
の
問
答
（
開
口
・
 
当
ム
 
ガ
 ・
答
弁
）
を
し
た
り
し
て
、
盛
ん
に
地
口
を
弄
し
た
 の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
 

て
い
る
 よ
う
 に
、
い
わ
ば
総
合
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
芸
能
 種
目
を
演
じ
並
べ
て
い
る
。
平
安
朝
の
御
神
楽
に
も
そ
 う
 し
た
様
相
が
思
い
浮
。
 
へ
 

ら
れ
る
。
舞
楽
・
延
年
は
舞
台
を
持
ち
、
延
年
の
そ
れ
 は
能
の
橋
懸
か
ら
歌
舞
伎
の
花
道
へ
と
発
達
し
て
ゆ
・
 
く
 。
 そ
う
し
て
そ
れ
は
単
に
 

舞
台
建
築
と
し
て
の
日
本
の
特
色
だ
け
で
な
く
、
信
仰
 的
な
意
義
に
お
け
る
所
作
に
も
関
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

私
が
見
学
し
た
延
年
と
称
す
る
芸
能
は
、
東
照
宮
例
祭
 に
 行
わ
れ
る
日
光
輪
王
寺
（
五
月
十
七
月
）
の
と
、
平
泉
 毛
越
寺
の
延
年
だ
 け
 

で
あ
る
。
そ
の
系
統
の
郷
土
芸
能
は
皆
何
で
は
な
い
が
 、
延
年
と
称
す
る
に
足
る
伝
来
は
多
分
こ
の
二
手
に
お
 
け
る
も
の
だ
け
で
あ
ろ
 

ぅ
 。
輪
王
寺
の
延
年
は
、
元
和
の
古
記
に
は
開
口
・
 延
 年
 ・
大
衆
と
あ
り
、
今
伝
つ
て
い
る
の
は
大
衆
 舞
 だ
と
い
 ぅ
 。
大
衆
 律
 、
即
ち
 摩
 

詞
 僧
祇
 律
 に
よ
る
出
自
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
方
 画
 こ
そ
門
外
漢
で
あ
る
。
寺
で
頂
い
た
解
説
書
に
よ
る
と
 三
諦
 即
 一
の
 天
 ム
ロ
教
義
 

を
 表
し
た
も
の
で
、
慈
覚
大
師
円
仁
が
唐
か
ら
将
来
 さ
 れ
た
 秘
 舞
曲
で
、
倶
舎
の
額
を
唱
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
 倶
 合
舞
（
ま
た
は
 釈
起
舞
 

・
釈
氏
 舞
 ）
と
呼
ば
れ
、
九
 %
 す
な
わ
ち
僧
侶
た
ち
に
 教
 え
た
も
の
と
い
う
。
（
白
の
五
条
袈
裟
で
頭
部
を
つ
 

つ
 む
）
、
 緋
 織
子
の
直
 

垂
 、
白
の
大
口
、
太
刀
を
背
に
 倣
 い
て
、
二
人
の
舞
人
 が
 交
互
に
立
つ
て
舞
 う
 。
元
来
は
常
行
堂
（
 今
 二
荒
山
神
 
花
 神
門
前
に
移
さ
れ
た
）
 
の
 

摩
多
羅
神
の
神
事
と
し
て
、
大
晦
日
の
夜
か
ら
正
月
 セ
 日
の
朝
ま
で
、
毎
日
修
し
た
も
の
と
い
う
。
現
在
は
輪
王
 幸
大
本
堂
の
三
仏
堂
に
 

敷
 舞
台
を
設
け
、
本
坊
か
ら
 額
 衆
を
従
え
て
練
り
い
で
、
 舞
人
は
二
人
 敷
 舞
台
に
昇
り
、
 額
衆
は
舞
 ム
ロ
千
仏
前
に
 
伺
 っ
て
列
立
し
、
声
明
 

に
 合
は
せ
て
上
座
・
下
座
の
舞
人
は
、
一
人
 づ
つ
 立
つ
 て
ま
づ
 頭
上
に
印
を
結
び
、
さ
つ
と
勢
い
よ
く
右
手
を
降
 ろ
し
、
片
袖
の
袖
 先
を
 

持
ち
三
泰
進
み
退
く
動
作
を
繰
返
し
、
下
座
の
一
人
は
 中
程
か
ら
、
黒
の
立
烏
帽
子
を
冠
り
、
中
啓
を
持
つ
て
 二
 
一
方
に
舞
 
う
 。
歌
は
昔
の
 

倶
舎
と
今
の
舞
頓
と
多
く
異
つ
て
い
る
。
中
古
行
わ
れ
 た
 開
口
の
詞
は
讃
歎
風
な
内
容
と
思
は
れ
る
。
 

 
 

陸
中
平
泉
毛
越
寺
の
延
年
は
、
旧
暦
一
月
二
十
日
の
摩
 多
羅
祭
り
に
行
は
れ
る
，
私
は
二
一
十
年
も
前
に
見
学
に
出
 
か
け
、
 故
 北
野
博
美
㎝
 

氏
や
本
田
安
次
 氏
 と
共
に
や
や
詳
し
い
記
録
を
作
っ
た
 
（
雑
誌
「
民
俗
芸
術
」
 五
ノ
 三
）
 
、
ふ
 
「
は
そ
の
大
略
を
述
 へ
る
と
、
こ
の
祭
り
は
は
 

"
 。
 一
 
-
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常
行
堂
の
堂
内
で
僧
侶
の
行
 う
 内
陣
の
儀
と
、
田
遊
び
 系
統
の
神
事
た
る
村
人
の
行
 う
 外
陣
の
儀
と
が
並
行
し
て
 行
わ
れ
る
。
常
行
堂
の
 

本
尊
は
宝
冠
阿
弥
陀
。
宝
前
に
は
平
安
朝
の
饗
膳
み
た
 
よ
う
な
美
し
い
百
味
飯
食
が
供
え
ら
れ
、
堂
の
後
側
に
 
摩
陀
羅
 神
を
祀
っ
て
 い
 

る
 。
二
十
日
夕
刻
か
ら
の
行
事
は
 、
ま
づ
 頭
屋
（
 蘇
 民
宿
 ）
か
ら
、
願
主
が
神
 袋
 （
蘇
民
将
来
二
子
孫
と
書
い
た
 小
護
 符
 を
一
杯
詰
め
た
 網
袋
 ）
 

を
 持
ち
、
牛
王
と
呼
ぶ
赤
玉
の
児
物
を
先
頭
に
、
鬼
子
 上
り
の
行
列
が
 堂
 内
に
練
り
込
ん
で
、
 
神
 袋
は
仏
前
に
据
 え
ら
れ
、
か
く
て
内
陣
 

0
%
 
外
陣
の
祭
り
で
一
夜
を
明
か
す
の
だ
が
、
内
陣
の
行
 事
は
 、
 
㈲
常
行
三
昧
 供
 2
%
 
と
 次
第
書
ぎ
が
あ
り
、
 

御
本
地
 供
 
（
毛
越
寺
）
 

唱
礼
 節
 
（
薬
王
院
）
・
梵
唄
師
（
 慈
 元
暁
）
・
 当
題
師
 （
 同
 ）
・
 慶
題
師
釜
 来
院
）
・
後
夜
導
師
（
薬
王
院
）
・
 
唄
 
（
 
慈
 先
院
）
・
三
十
二
相
 

（
蓬
莱
 
院
 ）
・
散
華
（
大
乗
院
）
・
錫
杖
（
宝
積
 
院
 ・
普
賢
 院
 ・
 白
 王
院
・
秀
文
）
と
い
つ
た
 
よ
う
 に
、
中
尊
寺
 よ
 り
は
 大
規
模
な
寺
院
と
い
 

ぅ
 て
い
た
だ
げ
に
、
一
山
の
僧
徒
集
ま
っ
て
 紋
 す
る
も
 の
で
、
今
で
も
三
時
間
位
は
要
し
、
以
上
の
諸
行
事
が
終
 つ
て
、
漸
く
芸
能
に
移
 

る
 。
室
内
の
経
机
仏
具
を
取
り
の
げ
た
板
の
間
そ
の
ま
 ま
を
舞
台
と
し
、
㈲
音
楽
（
五
常
楽
・
 慶
 徳
な
ど
）
 、
 ㈹
 祝
詞
（
や
や
演
劇
風
な
）
 、
 

ケ
 @
@
 

サ
サ
ラ
 

㈲
田
楽
（
 笛
 一
人
・
編
木
三
人
・
腰
鼓
三
人
で
、
曲
目
は
粧
 
散
 ・
行
道
・
立
法
・
大
水
車
・
中
入
 返
 ・
小
水
車
・
鳥
足
な
ど
 田
楽
舞
の
典
型
的
な
陣
形
 

を
 組
み
、
円
陣
の
行
道
、
二
列
交
互
の
交
錯
な
ど
）
 、
 ㈹
 唐
拍
 子
 
（
踏
舞
と
も
呼
ぶ
少
童
二
人
交
々
立
つ
て
跳
ね
舞
 う
 。
那
智
 ・
王
子
な
ど
で
い
え
ば
し
 

 
 て

て
ん
に
 当
る
 田
楽
の
内
の
一
種
）
 、
 ㈹
式
三
番
（
禰
宜
 
と
若
 女
 と
の
古
雅
の
舞
）
 、
 ㈹
花
押
（
稚
児
の
歌
舞
で
古
く
か
ら
 延
年
 舞
 に
よ
く
あ
る
 曲
 ）
 、
 

㈲
勅
使
 舞
 
（
毛
越
寺
独
自
の
曲
目
で
、
狂
言
風
で
面
白
い
舞
 が
あ
る
が
）
 
、
 ㈹
㈲
の
二
つ
は
い
つ
れ
も
当
山
の
景
観
、
寺
 の
 荘
厳
を
讃
え
る
祝
福
 

的
な
も
の
で
、
そ
れ
に
つ
づ
い
て
⑰
「
留
鳥
」
・
「
王
母
 

が
昔
 」
・
「
支
度
 花
 」
・
「
伯
母
捨
 山
 」
な
ど
、
土
地
で
は
 延
 年
節
と
 称
す
る
一
種
の
 

古
風
な
能
を
演
じ
る
。
 

芸
能
と
い
う
民
俗
も
 、
 何
よ
り
ま
ず
生
き
て
行
わ
れ
て
 い
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
生
き
方
に
も
中
核
を
な
す
 信
 仰
 的
な
行
事
が
何
 ょ
 

り
 大
切
な
わ
け
だ
。
三
十
年
前
私
が
見
た
格
子
の
外
の
 外
陣
の
ど
よ
も
し
は
、
坊
さ
ん
等
に
向
つ
て
の
騒
々
し
い
 悪
態
だ
つ
た
。
花
祭
り
 

な
ど
で
も
悪
態
や
舞
人
へ
の
 讃
め
 詞
は
そ
の
土
地
で
は
 な
く
て
は
な
ら
ぬ
乱
雑
な
が
ら
不
可
欠
の
行
事
だ
（
年
占
 の
 観
念
も
薄
れ
て
は
い
 

た
が
 ）
。
で
、
堂
の
梁
の
上
な
ど
に
真
裸
の
男
が
寒
さ
に
 ふ
る
え
な
が
ら
、
一
夜
の
祈
り
を
こ
め
た
 神
袋
 が
ど
こ
 に
 出
さ
れ
る
か
を
待
ち
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隈 

ぅ
 。
頭
屋
は
上
座
と
下
座
と
、
そ
の
年
の
最
年
長
か
ら
 

づ
 童
舞
の
「
大
地
摺
」
と
い
う
力
足
を
踏
む
舞
に
っ
 

い
 頭

人
を
立
て
て
、
三
紙
様
を
安
置
し
、
広
間
に
二
間
四
面
 

で
 「
所
体
 
則
 の
 翁
 」
か
ら
、
始
ま
る
。
形
態
も
意
義
も
平
 

泉
の
延
年
に
類
似
点
か
 

の
敷
 
舞
台
を
備
え
、
 

ま
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 た
 役
柄
の
分
布
図
だ
っ
た
。
け
だ
し
黒
川
能
の
村
も
 

羽
黒
 神
社
例
祭
に
出
で
仕
え
る
猿
楽
の
部
落
で
あ
っ
た
 

ろ
 う
 。
曲
目
は
毛
越
寺
の
延
㊤
 

七
丁
 

%
 
 
午
節
 と
も
 
興
 り
、
五
流
の
能
と
同
じ
た
。
た
た
 

悪
 く
い
え
ば
耳
を
丑
す
る
ば
か
り
の
蝿
の
声
の
よ
う
な
単
調
 

さ
に
聞
え
る
。
謡
曲
ほ
ど
の
 

W
 

認
め
ら
れ
て
 よ
い
 古
風
な
神
事
能
で
あ
る
。
三
 %
 と
は
 や
は
り
、
扇
の
こ
と
ら
し
く
、
上
座
下
座
の
頭
屋
が
 、
氏
 神
 ・
の
春
日
神
社
か
ら
 
迎
 

え
る
扇
形
の
梵
天
で
、
熊
野
新
宮
に
も
あ
る
し
、
こ
と
 に
 那
智
の
扇
 輿
 
（
芸
能
と
し
て
は
田
楽
・
田
遊
び
が
伴
 

う
 ）
 と
 類
型
的
な
も
の
と
 思
 

ね
ら
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
朝
は
降
り
積
っ
た
 雪
 の
原
へ
神
袋
 が
放
り
出
さ
れ
た
の
で
、
青
年
は
そ
こ
に
 蝿
 集
 し
て
、
 揮
一
 っ
っ
 げ
 

な
い
若
者
の
肉
体
が
、
 
神
 袋
を
目
が
げ
て
重
な
り
合
い
、
 

ひ
し
め
ぎ
合
い
、
湯
気
を
立
て
て
い
る
。
そ
の
神
 袋
を
 得
た
部
落
が
幸
福
を
得
 

る
と
い
う
こ
と
で
、
宮
崎
宮
や
厳
島
の
玉
 取
祭
や
、
摂
 川
西
大
寺
や
尾
張
国
府
宮
の
裸
祭
り
な
ど
元
々
は
や
は
り
 成
年
戒
の
意
味
を
持
つ
 

に
 違
い
な
い
行
事
が
、
次
第
に
大
ぎ
く
、
か
つ
奇
祭
化
 し
て
、
信
仰
的
に
も
変
化
し
、
厄
年
の
男
の
厄
落
し
な
ど
 と
 自
他
と
も
に
信
じ
る
 

に
 至
っ
た
。
こ
れ
ら
は
迷
信
と
い
わ
れ
て
も
致
し
方
な
 い
 環
境
に
お
か
れ
る
 ょ
 5
 に
な
っ
た
が
、
揮
を
つ
け
る
 成
 年
式
の
一
時
的
な
儀
礼
 

が
 拡
大
誇
張
さ
れ
、
敢
え
て
奇
祭
を
誇
っ
て
き
も
し
た
 で
あ
ろ
う
。
 

お
ょ
 そ
 競
技
は
古
く
は
 皆
 芸
能
、
即
ち
神
事
 芸
 で
あ
る
。
 歩
射
・
騎
射
（
流
鏑
馬
）
・
競
馬
・
競
漕
み
な
神
事
で
 あ
り
、
祭
り
か
ら
 離
 

れ
な
い
為
に
競
技
と
な
ら
な
か
つ
た
と
い
，
 

否
め
 。
相
撲
 ほ
 既
に
神
話
に
も
あ
り
、
田
遊
び
演
技
の
年
占
で
あ
っ
た
 。
そ
れ
が
次
第
に
土
俵
 

が
で
き
、
勝
ち
負
け
の
法
則
を
定
め
て
、
今
の
よ
う
な
め
 
肪
技
 と
な
っ
た
。
し
か
も
競
技
だ
け
の
も
の
で
な
く
種
々
 芸
能
的
要
素
が
、
纏
綿
 

し
て
い
る
こ
と
大
方
の
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
 

能
 と
い
え
ば
山
形
県
東
田
川
郡
黒
川
村
春
日
神
社
の
正
 月
神
事
、
王
 祇
祭
 に
行
わ
れ
る
黒
川
能
も
、
五
流
の
能
楽
 以
外
の
一
流
と
し
て
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降 い る 系 ま も か 酒 開 あ 葬   残存す 清め 座 作も、 幣 等の 持つて と名づ 強して な古代 少し老 瀕した 述べた 私はそ 鼓踊 ・   
睾 丸 踊 い 芸 て 着 い ど い つ 風踊 の中で 字を切の神事 に表わ 。そ る 能は九 頂く機 してし のであ うに力 、そ し 宗教的 流等で     
  

の初     く   しの 
    が たぜ 料 徒 通 は 
に 素 れ の 伝 と ら す   
よ 直 射 の の ど ナビ 度 し に る ネ中 

つ で 私 信 時 、 が し て 歴 と 楽 
て 行 い 何 色 そ 、 て は 史 こ   
祈 ぅ 切 に あ れ 美 い 焼 灼 ろ 獅 
願 神 技 よ る は 証 る に な が 子 

に 家 濃 美 
お 元 の 化 
け 制 能 が 
る 皮 郷 始 
雅 の の め 

楽 芸 能 か 
の 能 な ら 
伶団 ど な 

七                               安能 そ の。 たきも て知 
子 伊 い れ 
孫 勢 る ぬ 
だ猿 民   
と ミ寒 間 フヒ 

い の 仁 和 
ぅ 加 療 猿 

。 ぎ ァ i  楽 

は が   
  、 近 

l 日 芸 江 

猿楽 祭祀 能化 

な し   
離 た 伊 
れ も 勢 
て の 猿 
は は 楽 
乏幸素 "  と 

仕 武 人 
の 家 社 
方 の 大 
法 擁 寺 
を 護 に 

変 な 隷 
え 童 属 
な け し 
け   ナ - @ 
れ 再 芸 
ひま ケこ 首ヒ 

な 愛 者 

者を らず、 は 黒 、 好 

川能 今仲 集め 

楽 て や 
殿 、 美 



 
 

 
 

 
 

し
 、
先
力
を
期
す
る
な
ど
、
今
日
で
は
一
般
的
に
は
 忘
 れ
ら
れ
て
 い
 よ
 う
 と
も
、
ま
だ
生
き
て
行
わ
れ
て
い
る
 社
 も
あ
る
。
神
懸
り
の
 信
 

何
 と
し
て
は
、
中
部
地
方
の
神
楽
、
こ
と
に
石
見
の
大
 元
神
楽
は
じ
め
各
地
に
見
ら
れ
て
、
蛇
に
象
っ
た
縄
を
 
数
名
で
持
ち
舞
い
な
が
 

ら
 、
や
が
て
そ
の
一
人
が
神
懸
り
し
て
、
作
の
占
い
な
 ど
が
主
で
あ
る
け
れ
ど
、
重
要
な
村
の
こ
と
を
伺
い
立
て
 た
り
す
る
。
隠
岐
神
楽
 

 
 

の
 巫
女
に
も
あ
っ
て
、
神
懸
り
の
形
式
だ
け
は
残
っ
て
も
 傍
観
者
が
多
い
場
合
な
ど
は
神
懸
り
し
な
い
。
そ
れ
は
 沖
縄
の
 ソ
 ロ
も
、
東
北
 

の
イ
タ
コ
 ・
オ
カ
ミ
ン
も
同
じ
で
三
十
七
年
度
上
京
し
 た
 ギ
リ
ヤ
ー
ク
の
巫
女
と
て
、
皆
人
に
見
せ
る
た
め
に
 行
 ぅ
 も
の
で
は
な
い
意
識
 

ほ
 強
い
か
ら
、
舞
台
の
上
で
は
た
だ
形
だ
け
の
も
の
で
 本
当
に
神
懸
り
さ
れ
た
ら
始
末
に
困
る
で
あ
ろ
う
。
隠
岐
 の
神
楽
巫
女
は
そ
の
舞
 

 
 

い
に
 引
 ぎ
つ
づ
い
て
、
立
願
に
よ
っ
て
赤
児
を
抱
い
て
 
の
舞
踊
が
あ
っ
た
り
す
る
。
昔
は
三
河
の
花
祭
り
（
 申
 古
の
神
楽
）
に
も
白
山
の
 

行
事
と
し
て
、
立
願
の
人
々
が
白
山
と
い
う
作
り
物
に
 籠
っ
て
 、
 生
れ
か
わ
り
の
式
を
行
っ
た
。
神
楽
が
神
慮
を
 和
め
す
 ず
 し
め
る
た
め
 

の
神
事
舞
踊
と
な
っ
た
の
は
近
代
で
、
伊
勢
の
代
々
 神
 楽
 代
参
の
神
楽
と
し
て
神
人
団
が
巡
遊
し
た
も
の
、
後
に
 太
神
楽
な
ど
の
影
響
 と
 

考
え
ら
れ
て
い
る
し
、
東
京
の
里
神
楽
は
そ
う
し
た
 神
 の
舞
が
 、
 能
や
歌
舞
伎
の
手
法
を
と
り
入
れ
て
面
白
く
見
 せ
る
為
に
工
夫
し
て
、
 

黙
劇
と
し
て
江
戸
末
期
二
発
達
し
、
講
社
の
娯
楽
土
 も
 な
っ
た
が
、
同
時
に
神
事
舞
大
夫
な
ど
の
作
り
出
し
た
 神
 話
劇
で
も
あ
り
、
悪
神
 

退
治
の
効
果
は
村
の
安
全
を
も
保
障
す
る
も
の
と
考
え
 た
に
違
い
な
い
、
し
か
る
信
仰
は
ま
こ
と
に
常
識
的
で
、
 各
地
一
群
 づ
っ
 の
特
色
 

を
 殊
に
す
る
神
楽
に
も
通
じ
る
。
 

こ
こ
に
神
楽
と
し
て
は
特
筆
し
た
い
一
方
面
が
あ
る
。
 東
 北
 九
戸
地
方
に
は
 墓
 獅
子
と
い
つ
て
、
盆
な
ど
に
 墓
 場
で
 舞
 う
 神
楽
が
あ
 

り
 、
佐
渡
か
ら
の
報
告
で
は
葬
式
に
岩
戸
神
楽
を
奏
す
 る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
と
 こ
ろ
、
日
向
の
方
に
も
 

 
 

 
 

  

 
 

の
 

「
鉄
輪
」
と
い
う
の
は
恐
ら
く
能
の
「
 れ
玖
絡
胴
 

ヵ
ナ
ヮ
 

」
 に
よ
 つ
 た
の
で
、
亡
霊
の
出
る
演
劇
は
慰
霊
の
意
味
で
盆
 興
 行
 と
な
る
の
で
、
納
涼
の
た
㈹
 

心
下
 

能
芸
め
で
な
か
つ
た
こ
と
は
折
口
先
生
や
池
田
井
三
郎
 氏

の
研
究
に
も
あ
る
通
り
で
あ
る
。
倉
林
正
次
君
は
隠
岐
 の
神
楽
に
つ
い
て
、
特
に
霊
㎎
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な
り
、
「
や
す
ら
へ
 花
 」
 

ま
 赤
衣
の
疫
神
を
送
る
 踊
 

ぅ
 鏡
花
詞
を
伝
え
て
い
る
 

仏
が
 布
教
の
行
脚
を
つ
づ
 0

%
 詞
を
唱
え
な
が
ら
、
赤
い
し
や
ぐ
ま
赤
い
長
着
を
 

着
、
太
鼓
と
 笛
て
噺
 し
た
て
て
、
や
は
り
赤
い
し
や
ぐ
 

り
で
、
禁
令
の
出
た
ほ
ど
少
女
た
ち
の
集
っ
た
盛
況
も
 

あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
歌
に
寂
蓮
法
師
の
書
い
た
と
い
 

が
 、
そ
の
 雌
詞
が
 「
な
ま
 へ
 」
（
 ナ
マ
ヘ
ダ
 ）
に
 変
つ
 て
い
る
。
そ
れ
は
一
遍
上
人
（
遊
行
上
人
）
の
踊
躍
 

念
 

け
た
、
絵
伝
の
踊
り
の
模
様
を
辿
り
な
が
ら
見
て
も
 

踊
 躍
 に
よ
る
宗
教
的
 昂
興
 に
ひ
た
ら
せ
る
凡
俗
へ
の
 
教
 

  
 
 

 
 

 
 

                    ㌔ 

  

も 六 『達 を 生 祭   
た、 

十 数 の お 
が 「問は仮 本 
古 鉄 答 供 尾 田 
伏輪」 養 を 安 
の 二 ・ を 設 次 

逓 等 「 志 げ 氏 
部 の 荒 す 、 の 
の 曲 神 人 こ ㍉ 
絹 目 道 々 れ霜 
論 の 回 の を 月 

と 性 」 釜 韓 神 

れ 考 の 列 し に 
て 察 演 も て も 

もし 都た要 劇並 びそ 、 「 御 
合 （ 素 首 の 霊 
悪 国 が も 奥 祭 
ぃ 営 あ 二 匹 」 

。 隔 る 百 御 ・   ど 雑 と に 霊 「 
と つ の 語 っ 多 い 」 う 仕 Ⅰ ひ 、 も 屋 後 
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国 雄 の う 月 という す した。 を一向 は昭 門附 の六 先年 化 劇 なと ら踊る 系統に 美しい ンテン 、 ょっ に 苦を演 価 ても してゆ りも、 そ 
る っ 稲 茎 荒 世 て も は 黙 と て し 値 く 青 首 ま れ 
「 一 四 も 日 界 " の 大 渕 打 " 地 高 の 葉 か た は 
棚 つ 年 空 （ 宗 お か き て つ 病 蔵 く た は ら 横 文 
軽 重 に 世 8 散 斎 多 な あ 大 気 の 、 か は 鈍 々 盲 

主 " 頷 ，こ ㎡ "   学 の い 旗 る 鼓 本 燕 京 " て な な の   
・京に仏 （ 南 厄、 仕合るわし 仏 、 打発と     丈 - 。   」、）に以来 日 に 、に舞 昔辺 1 待の しむ 側 で や 東 @ 一 こま りた 狂言 壕力 U 、 統を とし 意か てい 開せ 

方 ぅ の の 鉦 宴 も は 北 、 け の あ 保 て ら る し よ 

々 かはと帯を 横 こ一鼓ての「の 、 かそ鹿 例で「るつ国田 え漬 穿 。 。 定 ててたこ 絵 める 
ら " で に 鳴 世 お う 踊 ば し 阿檀 そ し " み 。 と 

た見 のら 獅 " 行ら わしのたい等知も」のい 昇 ったり 愛る 原家 ぅ伝歌る 承舞と舞 歌も " 

まれ れた 子 太 れて " 余教 宗 念 " 物種 」々 県 東 のな たとの 体ぅし 煮 たと 俊志 仏踊行 伎 苦 
て 方 鼓 あ 仏 学 仏 と の 鋤 か も 弱 味 も 充 踊 り を 
Z 7 一 丁 々   の し 者 か 体 型 付 種 同 い て の 字 り の 修 
く の 大 日 た に 彩 す 態 大 目 様 者 は は す で 始 す 
の 印 太 も 空 披 響 る か 海 も な か 十 王 る あ 涼 み 
を 象 鼓 純 也 露 な 歌 あ の 多 願 進 葉 虫 に り と こ 

「に・ 勧 2 銭百部入れえ 伊 上さ与に ょ る ） 放くをん県 下 " 持で南やつ 寺至 最 " いと 5 も なく 進 」つて 太鼓 吉祥 初 に た舞 た御 女 る を背 と称 つ 力 、 っ で 亡者 桑村 嵯峨 たの 後に 出雲 

と お を 院 ま 踊 土 の 負 す み あ の の の て は の   
い ら 用 の る は 芸 踊 い る な ろ 後 出 き壬     「 巫 功 

う そよ れい " 連 中い斎は と大舘り大一信 " ぎ種仰 う 。 に 扮に狂れざの 生 ; 生 " こい友穂 あ 
5 5 そ だ い 念 か 「 な の 的 京 し 鬼 " 言 を や 大 ら 
た 。 の つ " 仏 く 段 太 太 て 部 " 釆 : て 起 か 社 し 

。 各 曲 た 「 て の 物 殻 鼓 あ の 鬼 迎ヲ 、 点 ふ 造 め 
ま 声 打 と 鉢 あ 知 」 を 踊 り 壬 に と 壬 と か 営 る 
つ を ち 慰、 た つ く と 灯 り 、 至 貴 い 生 し ん の ィ言 

発 廻 や う た た 極 い ち て 劇 青 め ぅ の て 」 た 仰 
。 ぎ 。 あ っ な 、 的 の ら 、 は 芝 と め と   

唱 て 碁 た い は 。 番 が ぅ も ガ と 貴 し 達 く 、 踊 及 
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の
ご
と
く
、
黒
い
覆
面
を
垂
れ
た
亡
者
の
躍
り
と
も
・
 落
 城
 の
さ
い
戦
死
し
た
人
の
霊
を
慰
め
る
の
だ
と
、
説
明
 し
て
い
る
聖
霊
が
 現
わ
 

れ
て
踊
る
と
信
じ
ら
れ
る
例
も
諸
処
に
あ
る
。
そ
う
な
 る
と
 金
 興
行
の
幽
霊
も
の
に
類
す
る
が
、
と
も
か
く
盆
踊
 り
は
お
盆
様
を
慰
め
る
 

も
の
と
考
え
て
い
る
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
 そ
ん
な
単
純
な
考
え
だ
け
で
は
片
付
か
な
い
。
 

六
斎
会
 仏
 に
し
て
も
、
私
た
ち
は
か
つ
て
山
中
湖
畔
の
 千
種
村
の
六
斎
 衆
 と
い
う
行
者
に
よ
る
佐
倉
と
も
神
事
と
 も
つ
か
な
い
病
気
折
 

禧
 を
み
た
。
そ
の
記
録
は
小
寺
誠
吉
，
北
野
博
美
両
氏
 を
は
じ
め
六
人
の
同
好
の
 モ
 で
、
か
な
り
詳
し
い
調
査
 記
 録
 を
作
っ
た
つ
も
り
だ
 

（
雑
誌
「
民
俗
芸
術
」
 二
 
ブ
一
 0
 ）
。
六
斎
衆
も
六
人
で
組
織
 
し
 、
古
来
正
月
四
日
を
第
一
日
と
し
て
一
週
間
の
間
、
 
道
場
を
作
り
（
諸
神
仏
 

の
 幣
を
は
じ
め
種
々
の
切
紙
で
飾
る
）
、
水
垢
離
を
と
り
、
 
人
 日
や
 、
 日
の
目
を
避
け
て
、
あ
ら
薦
の
上
で
蝕
害
 ロ
 
0
 行
 を
 続
け
、
祭
壇
に
は
 阿
 

弥
陀
如
釆
を
中
心
に
 、
向
 
つ
て
右
側
に
八
幡
神
、
左
に
 不
動
明
王
の
画
像
を
掛
け
、
そ
の
下
の
床
の
間
も
、
弥
陀
 ・
不
動
の
像
を
安
置
し
 

を
、
 
躍
り
の
列
に
捲
き
こ
ん
で
 村
境
 に
送
る
た
め
の
も
 の
で
、
旧
い
村
の
盆
踊
り
に
は
そ
う
し
て
 村
境
 に
送
り
、
 
B
 
の
村
は
ま
た
そ
の
 
踊
 

-
 
ン
モ
ナ
イ
 

り
を
受
け
う
い
で
、
 
C
 
の
部
落
に
送
る
と
い
っ
た
「
 か
 げ
 踊
り
」
の
法
式
の
も
の
が
あ
る
。
ま
た
秋
田
県
西
馬
立
 
口
内
の
「
ガ
ン
ゲ
踊
り
」
 

命
な
 ｜
む
 ：
 ぶ
｜
 ラ
ー
な
へ
あ
ん
な
 ｜
あ
 …
 ん
 ぶ
 う
 ｜
 あ
み
だ
ー
 ん
 ぶ
う
 つ
、
 な
む
ま
 い
だ
ノ
 
Ⅰ
。
」
と
唱
え
 る
 。
そ
 う
 い
え
ば
、
 埼
 

玉
泉
春
日
部
市
武
 里
 と
い
う
と
こ
ろ
に
「
や
っ
た
り
 踊
 り
 」
と
も
「
弥
勒
踊
り
し
と
も
い
 う
 踊
り
が
あ
る
。
 若
 者
が
円
陣
で
扇
を
ひ
ら
 

き
 、
ひ
ど
く
跳
躍
の
は
げ
し
い
踊
り
が
 セ
月
 十
五
日
の
 真
夜
中
に
行
わ
れ
て
い
た
 "
 歌
詞
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
繰
 り
 返
し
て
い
る
に
過
ぎ
 

な
そ
の
旋
律
は
な
か
な
か
美
し
い
。
こ
れ
 も関
東
一
円
に
散
在
し
て
、
少
し
づ
つ
様
相
を
異
に
し
た
 鹿
島
踊
り
の
一
類
で
、
 

い
 づ
れ
も
踊
躍
の
目
立
っ
も
の
で
あ
る
。
 

盆
踊
り
も
や
は
り
念
仏
 芸
 の
一
種
で
あ
る
。
鎮
花
祭
系
 統
 と
す
れ
ば
、
盆
の
聖
霊
・
も
し
く
は
然
る
時
期
に
 
釆
 る
 招
か
れ
ざ
る
悪
霊
 

都
の
 パ
ー
テ
ィ
の
時
も
最
後
に
獅
子
を
退
治
す
る
十
脚
 
蛛
 の
よ
う
な
 糸
 （
ビ
ニ
ー
ル
）
を
は
で
に
用
い
て
 
愈
 々
 見
 仕
物
化
し
た
と
感
じ
た
 

が
 、
す
で
に
早
く
か
ら
上
駒
な
る
曲
名
が
あ
っ
た
と
こ
 ろ
か
ら
み
る
と
六
斎
の
行
き
過
ぎ
で
も
な
い
。
発
願
の
詞
 は
 「
発
願
 事
 、
至
心
 帰
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え
 、
念
仏
、
御
詠
歌
に
つ
い
で
、
歌
舞
伎
の
曲
目
と
お
 な
じ
曲
名
が
十
数
種
挙
げ
て
あ
る
が
、
ど
ん
な
風
に
演
じ
 た
か
記
憶
が
な
い
。
京
銭
 



祭
礼
の
行
事
と
て
、
輿
も
曳
山
も
行
列
も
、
そ
れ
に
 

伴
 
5
 音
楽
舞
踊
も
次
第
に
神
を
離
れ
て
、
甚
し
き
に
至
っ
て
 

は
 
観
光
に
利
用
し
、
 

ぬ
 中
に
は
そ
れ
で
金
銭
を
得
る
手
段
と
し
て
き
て
も
 

ぃ
 る
 
。
も
つ
と
も
中
世
の
祭
礼
以
来
な
ん
ら
か
の
神
韻
、
 

風
流
の
珍
ら
し
い
工
夫
な
ど
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

余
ヰ
手
ロ
 

て
 、
紋
付
・
袴
の
六
人
が
着
座
し
て
、
「
五
方
 堅
め
 」
 ・
「
神
奇
」
・
「
念
仏
」
・
「
三
拝
九
拝
」
・
「
兜
の
印
 」
・
「
一
本
太
刀
」
 

「
二
本
太
刀
」
な
ど
の
舞
踊
的
所
作
が
行
わ
れ
る
。
病
気
 平
癒
の
祈
禧
も
仮
設
の
病
床
を
置
い
て
、
「
読
経
」
・
「
 
 
 

本
格
」
・
「
一
一
本
の
祓
」
・
「
観
音
経
」
、
「
ひ
き
と
 

り
 」
・
「
納
め
」
・
「
輿
送
り
」
，
「
野
放
し
」
、
と
病
人
 

の
 体
に
潜
む
病
魔
に
 

す
る
先
力
ら
し
く
、
 
鉦
 
，
太
鼓
の
喧
 喚
 に
よ
っ
て
、
 
お
 れ
ほ
ど
長
く
せ
 め
 立
て
ら
れ
た
ら
、
愚
物
な
ど
を
信
じ
な
 い
 時
代
と
な
っ
て
は
 

病
人
そ
の
も
の
が
参
っ
て
し
ま
う
と
思
わ
れ
る
程
だ
っ
 
た
 。
大
刀
を
用
い
た
舞
踊
的
所
作
も
あ
る
け
れ
ど
、
 や
 は
り
 祈
禧
 行
事
で
あ
 

た
 。
丁
度
新
盆
で
六
斎
衆
は
夜
の
行
事
と
し
て
新
盆
の
 墓
場
へ
い
つ
て
、
小
太
鼓
を
音
頭
と
し
他
は
鉦
を
鳴
ら
し
 て
 
「
光
明
遍
照
十
方
 

界
 」
の
四
句
を
唱
え
て
神
寄
せ
し
、
念
仏
と
な
り
、
「
 フ
ツ
 キ
リ
」
と
い
う
雛
子
が
あ
っ
て
、
新
仏
の
墓
の
前
 
へ
い
つ
て
 
念
併
 を
唱
 

る
 。
七
十
歳
以
上
な
ら
「
極
楽
」
、
中
年
の
者
な
ら
「
 わ
 が
親
 」
、
幼
年
の
墓
前
に
は
逆
さ
念
仏
と
も
い
 

う
 
「
を
 さ
 な
ご
 」
と
い
つ
た
 種
 

が
あ
る
。
 盆
提
燈
 一
つ
と
も
る
墓
前
の
し
み
じ
み
と
し
 た
 供
養
で
あ
っ
た
。
平
素
 忙
 山
中
湖
畔
の
諸
村
か
ら
病
気
 祈
 禧
な
ど
に
頼
ま
れ
 

渡
世
と
も
し
た
と
い
う
が
、
今
で
は
ど
う
な
う
た
で
あ
 ろ
，
ヮ
 
。
 

戦
後
は
マ
イ
ク
の
お
影
で
、
盆
踊
り
の
輪
は
次
第
に
大
 ぎ
く
な
り
、
復
活
も
し
「
新
作
も
で
き
て
、
盆
に
や
る
か
 ら
 盆
踊
り
と
い
う
 

け
の
レ
 ク
レ
ー
シ
ョ
ン
と
な
っ
た
。
宗
教
的
意
義
い
か
 

 
 

だ て 類 え 世 っ 、 対 一 ・ 

ト
卜
権
 

@
@
 



 
 

    
    

           
 

  

ら
 演
じ
る
ほ
ど
、
大
体
の
演
出
法
も
会
得
 

し
て
は
決
し
て
 歩
 い
効
果
で
な
か
っ
た
と
 

も
、
因
果
応
報
の
教
理
に
過
ぎ
な
い
と
し
 

郷
土
芸
能
の
中
に
も
、
人
の
為
に
神
人
 

す
る
為
の
踊
り
、
そ
れ
に
 塞
 い
て
そ
 う
し
 

嬉
び
結
う
 も
の
と
し
て
神
前
に
奏
し
、
ま
 

の
如
く
特
殊
な
祈
願
の
た
め
に
行
っ
た
芸
 

で
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
各
地
様
々
の
芸
能
 

な
っ
て
ゆ
く
観
が
あ
る
。
 

し
て
い
た
。
そ
う
し
て
そ
れ
ら
が
村
人
に
与
え
た
教
化
 教
養
も
、
印
刷
も
写
真
も
な
い
当
時
と
 

思
 う
 。
狂
言
綺
語
と
か
方
便
と
か
の
理
に
始
っ
て
 、
た
 と
い
、
勧
善
懲
悪
の
旧
道
徳
だ
と
し
て
 

て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
立
派
に
、
社
会
人
心
を
教
化
す
 る
 役
割
を
果
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
 

が
 行
っ
て
 、
 神
の
児
術
を
施
す
為
の
兄
 術
 と
し
て
の
舞
 、
 悪
魔
精
霊
を
追
い
払
っ
て
安
全
を
期
 

た
 舞
踊
に
伴
 う
 成
年
戒
と
し
て
の
試
煉
、
娯
楽
と
し
て
 の
舞
踊
、
人
が
楽
し
む
が
ゆ
え
に
神
も
 

た
 霊
威
的
に
そ
れ
も
そ
の
生
前
の
事
を
語
り
演
じ
る
と
 い
つ
た
も
の
、
ま
た
豊
年
祝
い
雨
乞
い
 

能
 が
あ
っ
て
芸
能
と
い
え
ば
鑑
賞
の
為
と
い
う
 
ょ
 り
、
 宗
教
的
意
義
の
方
が
強
か
っ
た
わ
け
 

が
 伝
承
し
た
の
だ
が
、
や
が
て
見
る
も
の
 娯
 し
む
こ
の
 方
 に
傾
ぎ
、
今
日
ま
た
そ
れ
も
稀
薄
に
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角
の
文
化
財
も
ま
た
 僅
 滅
の
危
機
に
瀕
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

編
集
部
か
ら
何
か
寄
稿
し
て
ほ
し
い
と
い
う
ま
ま
 に
、
 筆
 を
と
っ
て
み
た
も
の
の
、
な
ま
じ
古
典
の
遊
部
の
意
義
 や
 、
痕
跡
も
な
 い
古
 

⑨
 

 
 

代
 の
 楽
 舞
を
問
題
と
し
た
た
め
に
、
郷
土
芸
能
の
方
面
 が
 概
略
を
記
し
た
だ
け
で
、
そ
の
芸
能
の
実
際
は
写
真
で
 も
な
い
と
不
明
な
も
の
 

が
 多
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
ら
が
も
つ
宗
教
的
意
義
も
 述
べ
 う
 く
し
難
く
な
っ
た
。
た
だ
こ
れ
だ
け
の
説
明
で
も
 、
芸
能
は
芸
術
と
違
 っ
 

て
 宗
教
的
要
素
の
強
い
も
の
で
あ
り
、
芸
術
と
な
る
 上
 は
 信
仰
と
関
係
が
稀
薄
と
な
る
こ
と
は
当
り
前
で
あ
ろ
う
 。
ま
た
芸
能
が
宗
教
的
 

に
あ
る
い
は
社
会
的
に
果
し
て
ぎ
た
役
割
は
存
外
に
大
 ぎ
 な
も
の
が
あ
る
。
「
梁
塵
秘
抄
 し
 の
如
 き
 歌
謡
に
し
て
 も
 、
お
 伽
 草
紙
の
如
 き
 

小
説
 集
 に
し
て
も
、
ま
た
芸
能
と
し
て
は
説
経
浄
瑠
璃
 （
古
浄
瑠
璃
）
に
 よ
 る
人
形
芝
居
に
し
て
も
、
ま
た
義
人
 末
節
 に
よ
 る
文
楽
人
形
 

や
 歌
舞
伎
芝
居
と
発
達
し
て
も
、
神
仏
の
霊
験
利
生
を
丑
 沖
り
演
じ
る
も
の
が
あ
れ
ほ
ど
に
多
く
、
江
戸
末
期
に
も
 な
る
と
村
人
た
ち
が
 自
 

  一 """" 下 、 
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道教と修験道 

し い し 果 う ん さ と し 

てこて 、 のい 古 " とまで いでい えこて " ろ いく 古 
と よ た に ぅ も る い 、 た か   
時は 、 ぅ ぎ ど 壮者 明 る 並 

  道教は 大 き 関心思わ 現代 とを， 大 た 思想 す し よ、。 ことが 

彩 響 る 。 
を 修 
与 験 
え 道   と の 

    
た 日 

。 本 

ま の 
の あ 怠 数 所 佳 さ 

と い 
， 」 だ @   
ら かれら ろ ま かお 教に対 の由を 風潮の 帰せら 狼 なも ている 内容は 

ナ '  @  @ し す の 然 れ の 人 、 の 
ぎ っ る べ ら る だ 々 ぃ 生 

認 た し こ と の ま 活   
て そ 馨 Ⅰ 笘 長潮装草・ 忘 
不 う 欠 か 結 い こ に の 着 
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一
、
ぼ
 し
が
き
 

  

  忠
 

徳
 

道 

教 
と
 
修 

験   

道 



      
- % 

な て れ は ま   ば 遭 っ 密 、 教 た 

接 ま 私 と く 

な っ と の 無 
  関 た し 関 知 
7%  く て 係 で 

を 無 望 を あ 

も 縁 
@ つ の ヌ直 験遣 界 の 重視 り、 
  て も 教 書 し 素 と 

。 い の に び た 人 の 
る と 対 で あ で 

。 の 考 し 
で え て 

  あ る 関 
る に 心 一   

。 ち の =  序説つて 
と や て の 

  

み 

な れ な 
あ ら と   
    げ の ほ 
て 人     
  み ． ょ   々  0 今 日 

  ぅ 考 の 
。 え 松 

に た 

反 ち 
し 日 

て 本     
紐 の 
縁 日 

ど 常   
こ 生 赤 り サこ 

ろ 活 い " つ 
か に た あ か 
と だ る て 

か つ   

（
 
2
 ）
 

両
棲
 モ
が
 ふ
れ
て
お
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
、
 

両
 博
士
の
教
え
に
導
か
れ
つ
つ
、
こ
こ
に
き
わ
め
て
大
難
 把
 な
が
ら
、
道
教
と
 修
 

十
分
な
資
料
し
か
持
合
わ
せ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
 そ
 れ
る
の
限
ら
れ
た
せ
ま
い
範
囲
 だ
 げ
か
ら
で
も
、
江
戸
時
 代
 の
一
般
の
人
々
の
 
宗
 

教
 ふ
は
 、
仏
教
や
神
道
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
 修
験
道
や
修
験
者
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
 い
か
と
推
測
さ
れ
る
 ふ
 

し
が
、
多
々
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
重
要
な
意
 義
 を
も
ち
、
日
本
宗
教
史
上
、
こ
と
に
日
本
庶
民
宗
教
史
 上
に
特
異
な
位
置
を
占
 

め
る
修
験
道
に
つ
い
て
も
、
道
教
と
同
じ
く
、
そ
の
性
 格
や
内
容
は
ま
た
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
 あ
る
。
と
い
う
の
は
、
 

道
教
の
こ
の
よ
う
な
面
に
と
く
に
ふ
か
い
興
味
を
も
つ
 私
か
ら
み
れ
ば
、
修
験
道
に
道
教
と
共
通
す
る
点
、
 

く
は
類
似
す
る
面
が
か
 

な
り
多
い
の
に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
 
従
 未
発
表
さ
れ
た
 諸
労
 作
 に
は
、
そ
れ
ら
の
点
を
明
快
に
指
摘
し
た
場
合
が
、
 お
 ま
り
み
あ
た
ら
な
い
か
 

ら
で
あ
る
。
 

道
教
の
日
本
へ
の
伝
 来
 に
つ
い
て
は
、
す
で
に
早
く
明
 治
 時
代
か
ら
、
妻
木
直
 良
 
・
小
柳
司
気
太
 両
 博
士
以
下
の
 多
く
の
先
学
が
 、
す
 

（
 
l
l
 
）
 

ぐ
れ
た
研
究
を
公
げ
に
し
て
お
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
 道
教
と
修
験
道
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
に
、
 宇
 野
 円
空
・
小
柳
司
気
太
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ふ
つ
 ぅ
 端
午
こ
の
言
葉
自
体
中
国
の
そ
れ
で
あ
る
 

0
 節
句
、
い
ま
で
い
 
う
 子
供
の
日
に
か
ざ
る
 
鍾
値
に
 つ
い
て
、
大
串
 
記
巻
 

口
 に
ひ
く
 唐
 逸
史
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
話
が
引
か
 

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
。
唐
の
開
元
年
間
の
こ
と
、
文
七
 

ホ
 が
お
こ
り
に
か
か
つ
て
 

ね
て
い
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
、
赤
い
ふ
ん
ど
し
 

を
し
、
片
足
に
く
つ
を
は
ぎ
、
片
足
は
は
だ
し
で
 

竹
扇
を
 も
つ
 た
 一
匹
の
小
 
鬼
が
 

あ
ら
わ
れ
て
、
寵
姫
楊
貴
妃
の
に
お
い
 

袋
と
 玄
宗
の
玉
 笛
 と
を
盗
ん
で
、
御
殿
の
な
か
を
走
り
ま
わ
っ
て
玄
宗
を
 

か
ら
か
う
の
で
、
文
み
 

不
 

が
 怒
っ
て
と
が
め
る
と
、
そ
の
心
鬼
 
は
、
 私
は
人
の
物
 を
 盗
ん
で
ふ
ざ
け
、
人
の
喜
び
を
な
く
し
て
憂
い
を
つ
く
 

つ
て
喜
ぶ
虚
耗
と
い
う
 

者
で
す
、
と
い
う
。
玄
宗
が
大
い
に
怒
っ
て
、
警
護
の
 

武
士
を
よ
ん
で
捕
え
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
へ
、
突
然
 

、
破
帽
を
か
ぶ
り
、
 
藍
 

袖
 す
ぎ
、
角
帯
を
し
め
、
 
朝
靴
 を
は
 い
た
 一
大
塊
が
あ
 
ら
わ
れ
て
、
な
ん
の
苦
も
な
く
、
虚
耗
を
捕
え
て
そ
の
 

日
 を
え
ぐ
り
、
身
体
を
ひ
 

ぎ
 さ
い
て
た
べ
て
し
ま
う
た
。
驚
い
た
玄
宗
が
何
者
だ
 

と
 尋
ね
る
と
、
臣
は
終
再
出
身
の
進
士
 

鍾
旭
と
 申
す
も
の
 、
武
徳
年
間
に
科
挙
に
 

応
じ
た
が
及
第
し
な
か
つ
た
た
め
に
、
は
ず
か
し
く
て
 

故
郷
に
帰
え
る
こ
と
も
な
ら
ず
、
つ
い
に
御
殿
の
階
段
に
 

頭
 を
ぶ
っ
げ
て
自
殺
 
致
 

し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
陛
下
は
臣
に
緑
 

袖
を
 賜
っ
て
手
厚
 く
 葬
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
御
恩
に
感
じ
、
陛
下
の
 

た
め
に
天
下
の
虚
耗
 
妖
 

尊
の
類
を
除
く
べ
く
心
に
誓
い
、
か
く
は
参
上
致
し
た
 

次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
、
と
奉
答
し
た
か
と
思
 

う
と
 、
 玄
占
 
不
は
夢
か
ら
さ
め
た
が
。
 

ふ
し
ぎ
や
病
気
は
す
つ
か
り
な
お
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
 

有
名
な
画
家
呉
道
子
に
命
じ
て
 
鍾
 値
の
姿
を
か
か
せ
た
 
、
と
で
あ
る
。
（
 
3
 ）
 

豪
傑
筆
談
や
補
筆
談
に
は
、
こ
の
話
を
掲
げ
た
の
ち
、
 

玄
 宗
 は
そ
こ
で
役
人
に
命
じ
て
、
 
鍾
旭
は
邪
魅
 な
は
る
か
 、
妖
気
を
し
ず
め
る
 

力
 の
あ
る
も
の
だ
か
ら
、
各
家
で
も
除
夜
に
そ
の
画
像
 

を
 ほ
 ろ
 よ
 う
 に
と
、
ひ
ろ
く
天
下
に
ふ
れ
さ
せ
た
、
と
記
 

 
 

説
話
か
ら
推
測
さ
れ
る
 
よ
う
 に
、
は
じ
め
病
魔
を
退
治
 
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
 
鍾
旭
は
 、
の
ち
に
は
病
魔
 
ば
か
り
で
な
く
、
ひ
ろ
 

く
 一
家
の
災
い
ま
で
も
は
ら
 
ぅ
 も
の
と
信
ぜ
ら
れ
る
 ょ
 う
 に
な
り
、
各
家
で
そ
の
画
像
を
は
る
こ
と
に
な
っ
た
 

の
で
あ
ろ
う
。
そ
 
う
し
 

験
て
 、
 唐
宋
 時
代
に
は
除
夜
に
は
る
こ
と
と
な
っ
て
 

い
た
が
、
清
代
に
は
端
午
の
日
と
さ
れ
て
い
た
。
（
 

5
 ）
 

道
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代
の
揚
子
江
中
流
域
地
方
の
民
俗
を
の
べ
た
 荊
楚
 歳
時
 記
の
五
月
五
日
の
条
に
は
 

撰
文
 以
 為
人
。
 懸
 門
戸
上
。
 以
穣
 毒
気
。
 

と
あ
り
、
大
串
 記
巻
 五
の
端
午
の
項
に
も
同
様
に
み
え
 て
い
る
（
同
項
撰
文
暦
 
戸
 の
 条
 ）
。
 羅
信
耀
氏
 の
 円
 二
の
簿
 
隼
づ
 
0
%
 
宮
 Ⅰ
の
の
 

（
式
場
隆
三
郎
訳
「
北
京
の
市
民
」
）
に
 
よ
 れ
ば
、
戦
前
 ま
で
、
北
京
で
は
五
月
五
日
に
な
る
と
 
塞
 ご
と
に
文
 や
 菖
蒲
を
門
に
 0

H
 
 

毛
虫
 

仁
 

さ
し
て
い
 

（
Ⅰ
 

1
 
）
 

と
み
え
て
い
る
か
ら
、
こ
の
習
俗
は
 、
 少
く
と
も
平
安
 時
代
か
ら
の
伝
統
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 一
 万
 、
中
国
の
南
北
朝
 時
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逢
て
 、
道
教
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
 

す
 な
ね
 ち
、
人
間
の
体
内
に
い
る
三
戸
と
い
う
虫
が
、
庚
申
 

の
夜
ご
と
に
、
人
間
の
ね
て
 

靱
 

ぬ
 
て
い
る
庚
申
待
庚
申
の
日
に
夕
方
か
ら
庚
申
 講
の
講
中
が
集
ま
っ
て
、
簡
単
な
勤
行
を
し
た
あ
と
で
 

酒
 食
 を
と
も
に
し
な
が
ら
、
 
夜
 

 
 

と
 
お
そ
く
ま
で
ゆ
つ
く
り
と
雑
談
な
ど
を
す
る
宗
教
 

行
 事
は
、
以
前
は
徹
夜
が
原
則
で
あ
っ
た
。
庚
申
の
 日
 に
徹
宵
す
る
理
由
に
つ
い
㈹
 

修
 

な
え
、
一
時
は
有
力
な
神
の
一
人
と
さ
れ
て
い
た
 

は
 、
二
神
に
礼
を
行
い
、
人
々
の
家
の
門
に
大
き
な
桃
の
   

神
の
像
 と
虎
 と
を
か
ぎ
 、
 葦
で
っ
く
り
た
な
 わ
 を
か
け
 て
 、
 凶
魅
 を
ふ
せ
が
せ
る
こ
と
に
し
た
、
と
い
う
の
で
あ
 る
 。
民
間
年
中
故
事
要
 

言
 番
一
の
桃
符
の
条
に
は
、
こ
の
話
が
ひ
か
れ
て
い
る
 か
ら
、
日
本
で
桃
の
木
 仁
 悪
鬼
を
し
り
 ぞ
 げ
る
呪
力
が
あ
 る
と
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
 

の
は
、
お
そ
ら
く
多
分
に
こ
の
話
の
影
響
を
 ぅ
 げ
て
い
 る
に
ち
が
い
あ
る
ま
い
。
と
同
時
に
、
い
ま
で
も
、
建
築
 の
 折
な
ど
に
鬼
門
を
さ
 

 
 

げ
る
な
ど
と
い
う
鬼
門
も
ま
た
、
こ
の
説
話
に
も
と
づ
 い
て
い
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

一
般
に
、
宗
教
心
が
す
つ
か
り
お
と
ろ
え
た
と
い
わ
れ
て
 い
る
現
在
で
も
、
都
市
と
村
落
と
を
問
わ
ず
、
ひ
ろ
く
 日
本
各
地
で
行
わ
れ
 

の
上
に
は
、
広
さ
三
千
里
に
ま
た
が
 

つ
て
い
て
、
刀
泉
が
出
入
す
る
の
で
、
そ
こ
を
鬼
門
と
 

る
よ
う
な
大
き
な
桃
の
木
が
は
え
て
い
た
が
、
そ
の
東
北
 

い
つ
た
。
そ
こ
に
は
、
神
奈
・
 

欝
塁
 と
い
う
二
人
の
神
が
 

に
あ
た
る
と
こ
ろ
の
枝
が
門
の
よ
う
に
な
 

い
て
、
刀
泉
を
関
領
し
 

て
い
た
が
、
害
を
す
る
悪
鬼
は
葦
で
つ
く
つ
た
な
わ
で
 

捕
え
て
、
飼
っ
て
い
る
虎
に
た
べ
さ
せ
て
い
た
た
め
に
 

、
 つ
ね
に
平
和
で
あ
 っ
 

た
 。
こ
れ
を
知
っ
た
黄
帝
１
１
道
教
で
は
、
儒
教
で
 

中
 国
 古
代
の
理
想
的
な
天
子
と
説
く
 
尭
や
 舜
な
ど
よ
り
も
 以
 前
に
い
た
聖
天
子
と
と
 

た
と
い
う
。
こ
 う
 な
れ
ば
、
伝
来
し
た
時
期
こ
そ
明
ら
 か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
習
俗
も
ま
た
、
中
国
と
無
 縁
 だ
と
い
 い
 切
る
わ
 け
 

に
は
い
く
ま
い
。
 

ま
た
道
教
で
は
、
北
魏
以
来
、
人
間
を
愛
し
て
、
そ
の
 罪
 を
ゆ
る
す
中
元
地
官
と
い
 5
 神
が
七
月
十
五
日
生
ま
れ
 だ
と
い
う
と
こ
ろ
か
 

ら
 、
中
国
の
人
々
は
、
そ
の
日
に
中
元
地
官
 仁
 供
物
を
 捧
げ
て
、
日
ご
ろ
お
か
し
た
罪
の
め
る
し
を
請
 う
 習
俗
が
 あ
っ
た
が
、
今
日
の
日
 

（
 
8
 ）
 

本
の
「
お
中
元
」
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
変
形
し
た
名
残
 り
に
相
違
あ
る
ま
い
。
 

山
海
経
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
伝
説
が
収
め
ら
れ
て
い
る
 。
す
な
 ね
 ち
、
む
か
し
東
海
の
な
か
に
 皮
朔
山
 と
い
う
 山
 が
あ
っ
た
。
そ
の
 山
 



      

馬
の
皮
が
パ
ッ
と
娘
に
お
お
い
か
か
り
、
娘
を
巻
き
こ
 ん
だ
ま
ま
ど
こ
か
へ
飛
去
っ
た
。
十
日
ほ
ど
た
っ
て
 、
桑
 の
木
の
上
に
ひ
つ
か
か
 

つ
て
い
る
馬
の
皮
が
み
つ
か
つ
た
が
、
娘
は
蚕
に
な
っ
て
 桑
の
葉
を
た
べ
糸
を
吐
い
て
い
た
。
そ
の
の
ち
、
雲
に
 の
り
馬
に
ま
た
が
り
、
 

ズ
 も
つ
い
に
怒
っ
て
馬
を
射
殺
し
て
皮
を
は
ぎ
、
庭
木
 の
上
に
さ
ら
し
て
お
い
た
。
あ
る
日
 娘
 が
そ
の
傍
を
通
り
 か
か
る
と
、
 ホ
 の
上
の
 

い
つ
て
、
ほ
 
う
 び
と
し
て
上
等
の
か
い
ば
を
与
え
た
。
 

馬
 は
か
い
ば
に
は
見
向
き
も
せ
ず
、
娘
が
傍
を
通
る
ご
と
 に
た
け
り
狂
 
う
 の
で
、
 

で
、
ふ
し
ぎ
に
思
っ
た
父
が
わ
け
を
ぎ
く
と
、
 母
は
あ
 り
の
ま
ま
を
告
げ
た
。
し
か
し
父
は
娘
を
馬
の
嫁
に
す
る
 わ
 げ
に
ほ
い
か
な
い
と
 

ズ
 は
そ
の
馬
に
の
っ
て
無
事
に
帰
っ
て
ぎ
た
。
そ
れ
か
 ら
と
い
う
も
の
は
、
馬
は
い
な
な
き
あ
ば
れ
て
、
少
し
も
 ま
ぐ
さ
を
た
べ
な
い
の
 

を
 飼
っ
て
い
た
が
、
母
親
の
そ
の
言
葉
を
ぎ
く
と
、
 馬
 は
 ト
タ
ン
に
手
綱
を
切
っ
て
飛
出
し
、
ど
こ
か
へ
行
っ
て
 し
ま
う
た
。
数
日
後
、
 

大 下 る な 何 で 
々 明 、 わ い の あ 

る
 。
こ
の
三
戸
 説
 や
そ
の
信
仰
は
日
本
に
伝
わ
っ
て
 、
い
 ま
だ
に
そ
の
名
残
り
が
各
地
で
み
い
だ
さ
れ
る
か
 

一
 源
流
は
 、
 道
教
の
教
説
こ
求
め
ら
て
る
わ
け
で
あ
る
。
 

、
，
 
１
ヵ
（
 
0
 
i
 

）
 

ま
な
お
東
北
地
方
の
 4
 タ
 コ
 を
中
心
と
し
て
語
り
つ
が
 れ
て
い
る
「
オ
シ
ラ
さ
ま
」
に
ま
つ
わ
る
伝
承
は
 、
 

（
 
Ⅰ
）
 

l
 
t
 

ち
蚕
 神
の
説
話
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
中
国
の
 養
女
説
話
の
あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
む
か
 

四
川
の
片
田
舎
に
親
 娘
 三
人
で
仲
 
よ
 く
暮
ら
し
て
い
た
 一
家
が
あ
っ
た
。
あ
る
日
、
父
親
が
突
然
 賊
 の
た
め
 

に
な
っ
た
。
あ
と
に
残
っ
た
娘
は
、
安
否
を
気
づ
か
い
、
 つ
い
に
は
食
事
も
と
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た
。
 

に
向
 つ
て
、
も
し
父
を
つ
れ
も
 ど
っ
 て
く
れ
る
人
が
あ
 っ
 た
な
ら
ば
、
娘
を
嫁
に
差
上
げ
ま
す
と
告
げ
た
。
 ら

 、
庚
申
待
や
庚
申
信
 

道
教
で
い
 う
 養
女
、
す
 

し
高
辛
・
氏
の
治
世
の
こ
 

に
 連
 去
ら
れ
て
、
行
方
 

困
り
は
て
た
母
親
は
 、
 

そ
の
家
で
は
一
頭
の
馬
 

あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
な
お
、
服
薬
そ
の
他
の
手
段
に
よ
 っ
て
三
戸
を
駆
除
す
る
方
法
や
、
同
会
の
禁
を
は
じ
め
と
 す
る
さ
ま
ざ
ま
な
禁
忌
 

も
と
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
私
の
い
 う
三
 F
 説
 て
あ
 る
が
、
三
戸
 説
 に
ょ
れ
ば
、
庚
申
の
日
の
徹
宵
は
長
生
法
 の
 一
種
で
あ
っ
た
 ね
げ
 

 
 

徹
夜
を
す
れ
ば
、
 
三
 斤
は
上
天
で
ぎ
ず
、
従
っ
て
天
帝
 に
 
悪
事
を
報
告
さ
れ
な
い
か
ら
、
早
死
を
免
れ
て
長
生
が
 で
き
る
、
と
い
う
の
で
 

い
る
あ
い
た
に
体
内
か
ら
め
げ
た
し
て
天
に
上
り
、
 

日
ダ
 」
ろ
そ
の
人
の
犯
し
た
悪
事
を
細
大
洩
ら
さ
す
に
天
帝
に
 報
告
す
る
。
そ
の
報
告
㏄
 

を
 5
 け
た
天
帝
は
、
そ
の
悪
事
の
軽
重
に
従
っ
て
 、
そ
 の
人
の
生
命
を
縮
め
る
。
け
れ
ど
も
、
庚
申
の
日
に
 、
身
 を
つ
つ
し
ん
て
清
浄
に
⑥
 

 
 



  

ヰ
し
五
 

を
と
る
 

捺
 そ
の
他
の
場
合
に
行
 

う
 べ
 
き
 呪
術
的
歩
行
法
 

で
あ
っ
て
、
同
書
巻
十
一
に
は
 

所
学
友
。
 

右
 過
 と
 。
 
左
就
右
 
（
第
一
歩
）
。
 

次
挙
右
 

。
 
左
 
過
右
 
。
 
右
就
左
 
（
第
二
歩
）
。
 

次
 李
君
。
看
過
差
。
 

左
就
 
右
 （
第
三
 

歩
 ）
。
 

と
記
 
る
さ
れ
て
い
る
。
島
田
忠
臣
の
田
氏
家
集
に
み
え
 

る
 「
重
陽
日
登
高
。
 

望
 大
宮
。
 

賜
詞
臣
 

菊
酒
」
と
い
う
 

習
 俗
は
 
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 そ

の
他
の
道
教
経
典
に
み
え
る
高
歩
 

法
 に
ほ
か
な
ら
な
 
ち
な
み
に
高
歩
 
法
 と
は
、
抱
朴
子
 
巻
 十
七
に
 ょ
 れ
ば
 、
山
中
に
お
い
て
薬
草
 

数
十
人
の
侍
衛
の
者
を
し
た
が
え
た
娘
が
天
か
ら
下
つ
 

て
 
ぎ
て
、
上
帝
は
私
が
義
を
忘
れ
放
か
つ
た
こ
と
を
お
 

ほ
 
め
に
な
っ
て
、
天
上
の
 

九
官
 

仙
 
濱
の
位
を
授
け
ら
れ
ま
し
た
と
両
親
に
告
げ
た
 

、
と
。
な
お
、
「
オ
シ
ラ
さ
ま
」
の
命
日
は
三
月
十
六
日
 

と
い
わ
れ
て
い
る
由
で
 

（
 
唆
 
）
 

あ
る
が
、
宋
代
に
李
 

春
 
す
な
わ
ち
二
百
に
 

先
 
蚕
を
祀
っ
 

た
こ
と
と
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
ま
こ
と
に
興
味
が
ふ
か
い
 

 
 

七
福
神
の
一
人
と
し
て
、
今
日
で
も
一
般
に
親
し
ま
れ
て
 

い
る
寿
老
人
は
、
山
本
時
 

亮
の
セ
 

福
神
考
の
寿
老
人
の
項
 

や
織
 

縮
合
随
筆
巻
上
 

の
 
「
南
の
ほ
 

し
 
」
の
条
な
ど
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
 

う
 
に
、
道
教
の
神
の
一
人
と
考
え
ら
れ
て
い
る
南
極
老
人
 

星
の
姿
を
写
し
た
も
の
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東
白
河
に
隠
棲
し
て
、
 

白
幽
 真
人
と
号
し
、
白
隠
禅
師
 に
口
訣
を
授
け
た
白
地
子
は
、
道
教
の
金
丹
 道
 を
く
わ
し
 
く
 研
究
し
て
、
そ
の
 養
 

（
㎎
）
 

生
 術
を
実
践
し
て
い
た
。
正
徳
・
享
保
の
こ
ろ
、
江
戸
 呉
服
 橋
外
 一
丁
目
に
す
ん
た
谷
口
一
 
雲
は
、
 
み
づ
か
ら
 道
 士
 を
も
つ
て
任
じ
、
 
弟
 

（
 
ハ
リ
 

Ⅰ
 
o
 
）
 

子
を
集
め
て
、
主
と
し
て
金
丹
通
関
係
の
道
教
経
典
の
 講
義
を
行
い
、
大
阪
の
住
人
長
谷
川
延
年
は
 、
 家
を
修
 真
 観
と
 名
づ
 け
 て
、
同
好
 

者
に
私
家
版
の
太
上
感
応
篇
な
ど
の
勧
善
書
（
後
述
）
 を
 配
布
し
て
い
る
。
（
 

1
 
2
 
 

）
 鎮
宅
 霊
符
縁
起
実
説
・
太
上
恵
展
 甲
 庚
 秘
録
・
中
英
霊
符
 三
 

数
 秘
録
な
ど
を
み
る
と
、
そ
の
著
者
大
江
匡
弼
は
か
な
 り
 く
わ
し
く
道
教
を
研
究
し
た
挙
句
、
そ
の
教
え
を
信
じ
 て
い
た
よ
 う
 に
 み
う
げ
 

ら
れ
る
。
「
 玉
 か
つ
ま
」
に
よ
れ
ば
、
本
居
宣
長
の
道
 教
 に
対
す
る
知
識
も
正
確
で
あ
り
、
同
書
巻
十
四
の
「
 世
 0
 人
誠
の
道
に
心
づ
か
 

（
 
7
 
l
 Ⅰ
 
）
 

 
 

 
 

・
平
安
の
宮
廷
貴
族
や
僧
侶
は
、
道
教
思
想
や
神
仙
 説
に
 対
し
て
、
ふ
か
く
か
つ
正
確
な
知
識
を
も
っ
て
い
た
。
 下
っ
て
江
戸
時
代
に
な
 

 
 

（
 
二
 
l
 
Ⅰ
 
U
 
）
 

 
 

る
と
、
塩
尻
の
著
者
天
野
信
景
は
、
 

金
代
 以
後
に
成
立
 し
た
道
教
の
南
北
二
案
・
や
道
蔵
の
編
纂
 
更
に
 つ
い
て
正
し
 い
 
理
解
を
示
め
し
、
 
洛
 

  

で
あ
る
。
さ
り
と
て
、
古
く
か
ら
こ
の
よ
う
な
状
態
に
 お
か
れ
て
い
た
わ
げ
で
は
な
い
。
都
良
香
や
大
江
匡
衡
な
 。
と
を
始
め
と
す
る
奈
良
 

    
し 

い そ 当日 教と 俗 、 以 など たと 

め れ 回 信 上 が お そ 
て "  で " 本仰 、 み り れ 

あ は 人 、 道 な に を る 0 年 致 死 し ひ 
。 道 里 中 と ん て じ 

と 教 浩 行 私 で   Ⅴ ァ し 

い と 亡 と 事 た い 九 か 
ぅ は Ⅰ は な ち た 月 げ 

、 ど の 。 九 て 出に のは、 なにか遺教 意外 のな 日常 いま に 日 

道   の に か 生 九 一 発 

究 ， 佳   
中 も あ か 示 が に め 
国 の る 仁 め 高 登 は 
ぽ か 

関 と ともすいり い " ニと " そ " 
す い つ 道 、 こ 日 の 

ろ う て 教 三 ろ が 災 
学 こ も と の に く 難 
問 と 差 関 例 登 れ を 
の に 支 係 な る て 免 
3 な え の あ の か れ 
ち る な あ げ は ら る 
で ・ と い る た 、 家 こ Ⅰ も 
つ 実 のもがこにと での、 の帰が 
と もま あ が 私 放 つ で 
も そ る か の 事 て き 

遅 の 。 な 目 に み る   り か も た と 

た 明 参 ら と ら つ 
分 は く み づ 、 げ 
野   
の 現 みれい いばて 飼 っ た 。 
一 往 、 い て そ 

つ の 
た @ 

さ 日 る い こ 

に と れ 木 の た で 
属 こ る 総の で 離 檀 
し ろ 。 ） 古 あ ・ 景 
て   だ 来 る 犬 は   
る な ・ から ㌧ から 、と （ i 5 キ   、 の 。 ）   わ 
ら 難 遺 習 羊 れ 
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ア
に
 
下
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

  

 
 

修
験
 

 
 

教
 

道
 

    
 
 

     
  

  
  

 
 
 
    

ざ
 る
こ
と
」
の
条
で
ほ
 、
 簡
に
し
て
要
を
え
た
説
明
を
 し
 、
道
教
の
祖
を
老
子
と
す
る
通
説
の
誤
り
で
あ
る
旨
を
 指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
 

怠
 か
れ
は
、
現
在
の
一
部
の
中
国
学
者
よ
り
も
す
ぐ
れ
 

者
名
も
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
上
に
、
未
整
理
の
ま
ま
 て

い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

放
置
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
問
題
の
所
在
や
研
究
の
緒
 ロ
の
 見
当
す
ら
り
か
な
 

と
こ
ろ
が
、
明
治
時
代
以
後
に
な
る
と
、
他
の
分
野
の
 研
究
が
順
調
に
伸
展
し
た
の
に
も
 拘
 わ
ら
ず
、
道
教
の
研
 究
 だ
け
は
と
り
残
さ
 

ね
 、
山
内
 晋
卿
 ・
妻
木
直
忠
・
常
盤
大
宝
・
小
柳
同
気
 太
な
ど
、
わ
ず
か
数
名
の
先
覚
者
の
手
に
よ
っ
て
、
学
界
 の
 一
隅
で
細
々
と
行
わ
 

れ
る
に
す
ぎ
な
い
状
態
と
な
っ
て
し
ま
う
た
。
 そ
 の
も
 つ
 と
も
大
き
な
原
因
は
、
中
国
研
究
の
上
に
占
め
る
道
教
 の
 重
要
な
位
置
を
認
識
 

せ
ず
、
そ
の
も
っ
意
義
と
価
値
を
忘
却
し
て
、
研
究
す
 る
 価
値
の
な
い
も
の
と
み
た
、
当
時
の
学
界
の
風
潮
に
求
 め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

研
究
の
伸
展
を
さ
ま
た
げ
た
い
ま
一
つ
の
理
由
は
 、
膨
 大
な
量
に
の
ぼ
る
関
係
資
料
と
、
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
 上
 に
 き
わ
め
て
難
解
な
そ
 

の
 内
容
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
そ
の
宇
宙
論
や
世
 界
 観
の
ご
と
 ぎ
 は
、
儒
仏
二
教
を
ふ
く
め
た
、
よ
ほ
ど
 多
 方
面
の
素
養
と
知
識
と
 

が
な
け
れ
ば
、
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 易
 ・
 ト
 節
 ，
 識
緯
 ・
占
星
の
知
識
を
も
た
な
け
れ
ば
、
教
理
を
正
 確
に
把
握
す
る
こ
と
は
 

困
難
で
あ
る
。
し
か
も
、
根
本
資
料
と
も
め
 う
 べ
 き
道
 威
に
収
め
ら
れ
て
い
る
五
四
八
五
巻
に
の
ぼ
る
経
典
の
大
 半
は
 、
著
作
年
代
も
著
 

か
っ
た
と
い
う
の
が
、
実
情
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

い
さ
さ
か
我
田
引
水
の
自
画
自
賛
に
な
る
が
、
昭
和
二
 十
五
年
に
日
本
道
教
学
会
が
組
織
さ
れ
て
以
来
、
各
方
面
 の
 研
究
者
の
緊
密
な
 

協
力
に
よ
っ
て
、
綜
合
的
・
体
系
的
な
研
究
が
 よ
う
や
 く
 緒
に
っ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
の
究
明
が
組
織
的
に
活
 発
 に
行
わ
れ
る
よ
さ
に
 

な
っ
た
。
そ
う
し
て
、
す
ぐ
れ
た
業
績
が
ぞ
く
ぞ
く
と
 世
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
以
前
に
比
べ
る
と
、
ま
さ
 に
 隔
世
の
感
が
あ
る
。
 

け
れ
ど
も
、
問
題
は
き
わ
め
て
多
く
、
ま
だ
ま
だ
他
の
 分
野
の
足
許
に
も
お
よ
ん
で
い
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
 ら
な
い
 0
 
 
一
部
の
道
 

教
学
概
論
、
一
冊
の
道
教
 史
 概
説
さ
だ
世
に
問
わ
れ
て
 い
な
い
現
状
は
、
そ
の
端
的
な
証
拠
で
あ
る
。
研
究
の
大
 前
提
と
も
い
 う
 。
 
へ
ぎ
経
 

典
の
著
作
年
代
の
決
定
に
つ
い
て
は
、
最
近
よ
う
や
く
 着
手
さ
れ
だ
し
た
と
は
い
 う
 も
の
の
、
い
ま
の
と
こ
ろ
で
 は
 、
ま
だ
単
な
る
個
人
 

的
な
試
論
も
し
く
は
臆
測
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
 通
 何
本
で
あ
る
上
海
坂
道
蔵
に
は
か
な
り
多
く
の
誤
り
が
あ
 る
の
で
、
正
統
 版
 で
あ
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性
格
や
内
容
な
ど
に
い
た
っ
て
は
、
専
門
家
の
あ
い
だ
 で
さ
え
全
然
 意
 

私
の
個
人
的
見
解
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
 て
お
く
。
 

私
の
見
解
に
 よ
 れ
ば
、
道
教
は
、
中
国
古
代
の
民
間
の
 雑
多
な
信
仰
 

る
 。
従
っ
て
、
創
唱
宗
教
の
よ
う
に
、
教
祖
や
開
祖
を
 は
つ
ぎ
り
さ
せ
 

ど
を
多
分
に
と
り
い
れ
て
、
教
祖
を
た
て
、
教
団
的
な
 体
裁
を
と
り
、
 

も
 、
そ
れ
で
も
な
お
、
民
衆
の
希
求
す
る
 福
 ・
 祓
 ・
 寿
 、
こ
と
に
寿
す
 

だ
か
ら
、
 セ
 福
神
の
一
人
と
さ
れ
て
い
る
 福
禧
 寿
は
 、
 道
教
の
主
な
目
 

で
き
る
。
ま
た
道
教
を
、
そ
の
成
立
要
素
の
面
か
ら
 分
 析
 す
れ
ば
、
 儒
 

・
 識
緯
 ・
天
文
・
占
星
な
ど
の
説
や
本
草
な
ど
の
原
始
 医
 学
 、
お
よ
び
 

説
 に
お
か
れ
て
い
る
。
 さ
 ・
ら
に
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
 
教
 団
的
 体
裁
を
と
 

数
 に
も
と
づ
く
一
切
の
道
教
的
な
信
仰
や
宗
教
行
為
と
 の
 二
 つ
に
 わ
 け
 

成
立
道
教
の
内
容
は
、
四
部
門
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
 き
 る
 。
そ
の
 

界
 観
、
宇
宙
論
、
森
羅
万
象
の
根
元
で
あ
る
「
 道
 」
 の
 説
明
と
そ
の
 展
 

る
 。
第
二
は
、
仙
術
と
い
つ
て
も
差
支
え
な
い
方
術
的
 部
門
で
、
呪
 い
 

な
ど
で
あ
る
。
第
三
は
医
軍
医
術
の
部
門
で
あ
る
。
 道
 教
が
 不
老
長
生
 

0
 部
門
が
と
く
に
重
要
視
さ
れ
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
 で
あ
る
。
私
は
 

石
や
草
木
な
ど
か
ら
作
っ
た
薬
を
の
む
 服
餌
法
 、
腹
式
 深
呼
吸
と
も
い
 を

 基
盤
と
す
る
自
然
発
生
的
な
宗
教
、
す
な
わ
ち
自
然
 凸
 
下
拙
 
弘
 で
あ
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
の
ち
に
、
仏
教
の
教
理
、
体
裁
、
 組
織
な
 

創
唱
宗
教
の
よ
う
な
外
貌
を
そ
な
え
る
よ
 う
 に
は
な
つ
 た
け
れ
ど
 

な
わ
ち
不
老
長
生
と
い
う
現
世
利
益
を
主
な
目
的
と
し
 て
い
た
。
 

的
 を
そ
の
ま
ま
一
人
の
神
と
し
て
表
現
し
た
も
の
と
い
 ぅ
 こ
と
が
 

仏
 二
教
を
は
じ
め
と
し
て
、
道
家
，
 易
 
・
陰
陽
・
五
行
 
・
 ト
簸
 

巫
の
信
仰
な
ど
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
中
  
 

る
 成
立
道
教
と
、
民
衆
の
あ
い
だ
に
ひ
ろ
ま
つ
て
い
る
、
 成
立
 道
 

ら
れ
る
が
、
後
者
は
ふ
つ
 ぅ
 民
衆
道
教
と
よ
ば
れ
て
い
 る
 。
 

第
一
は
、
道
教
神
学
と
も
い
 う
 べ
き
哲
学
的
部
門
で
あ
 つ
て
、
 世
 

開
 、
天
界
・
地
獄
お
よ
び
神
々
の
説
明
な
ど
が
こ
の
部
 門
 に
属
す
 

、
星
占
い
、
お
ふ
だ
、
 
予
 舌
口
、
お
は
ら
い
、
 祈
禧
 の
 儀
 式
や
儀
礼
 

を
 主
な
目
的
と
す
る
現
世
利
益
的
な
宗
教
で
あ
る
か
ら
 に
は
、
 こ
 

い
 ま
の
と
こ
ろ
、
五
穀
を
と
ら
ず
、
火
食
を
さ
げ
る
 梓
穀
 法
 、
金
 

ぅ
 べ
 き
 謝
意
 活
 

仏
教
の
数
息
観
で
あ
る
、
 
按
 摩
 か
 て
ッ
 

見
 が
ま
と
ま
っ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
以
下
の
説
明
は
 、
 単
な
る
 

る
 の
み
て
あ
る
。
（
 

2
 
2
 
 

）
 す
な
 ね
 ち
、
研
究
以
前
の
問
題
が
い
 ま
だ
に
解
決
さ
れ
て
い
た
 い
 の
で
あ
る
。
だ
か
ら
当
然
の
 こ
と
な
が
ら
、
道
教
の
㈹
 

 
 

る
 宮
内
庁
蔵
本
と
対
校
し
て
、
そ
の
誤
り
を
訂
正
す
る
，
 

」
と
か
緊
急
事
で
あ
る
に
も
 

掬
 わ
ら
 す
 、
 お
 す
か
に
そ
の
 一
部
か
着
手
さ
れ
て
い
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の
 実
生
活
は
、
道
教
的
な
信
仰
に
支
配
さ
れ
て
い
た
と
い
 

ぅ
 こ
と
が
で
き
る
。
人
々
は
逆
境
に
お
ち
い
り
、
も
し
 

 
 

っ
 て
く
る
と
、
多
く
の
神
々
や
精
霊
が
怒
っ
た
結
果
だ
と
 

考
え
て
、
道
士
を
通
じ
て
、
怒
り
を
し
ず
め
て
ふ
た
た
 

び
 恵
み
を
た
れ
て
ほ
し
 

鈍
 
い
と
祈
願
し
た
。
た
と
え
ば
、
ひ
で
り
の
際
に
は
 

、
 雨
を
つ
か
さ
ど
る
 
龍
 王
や
雨
師
と
い
う
神
に
雨
を
い
の
 

り
 、
地
胆
 

杜
 の
 中
 
主
日
が
お
 

@
 
し
る
と
、
   

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

こ
れ
に
対
し
て
民
衆
道
教
は
、
成
立
道
教
の
信
仰
の
 う
 ち
で
、
と
く
に
つ
よ
く
民
間
の
信
仰
と
結
び
つ
い
た
部
分
 を
さ
す
の
で
、
儒
教
 

や
 仏
教
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
ま
で
、
そ
の
な
か
に
 包
含
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
組
織
や
体
裁
、
範
囲
な
ど
 は
き
わ
め
て
漠
然
と
し
 

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
孔
子
・
釈
迦
・
観
音
・
キ
リ
ス
 

・
関
羽
・
土
地
神
な
ど
に
対
す
る
個
人
的
な
信
仰
 や
、
 宝
巻
 と
 よ
 ば
れ
る
一
種
 

0
 通
俗
宗
教
経
典
の
と
く
教
え
を
中
心
と
す
る
宗
教
 案
 団
も
、
民
衆
道
教
に
含
め
て
い
る
。
従
っ
て
、
な
か
に
 は
 私
の
い
 う
 民
衆
道
教
 

を
 、
民
衆
仏
教
、
民
衆
儒
教
、
も
し
く
は
単
に
民
間
信
 何
 と
ょ
ぶ
人
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
 う
ょ
 ん
だ
か
 ら
と
い
つ
て
、
決
し
て
 

誤
り
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
私
に
は
、
 ，
 
」
れ
る
の
信
仰
の
中
心
が
呪
術
的
な
道
教
の
信
仰
に
お
か
 ね
 、
 福
 
・
 祓
 
・
寿
を
目
 

的
と
し
て
い
る
よ
 う
 に
考
え
ら
れ
る
の
で
、
道
教
の
概
 ム
 
芯
 規
定
の
さ
だ
か
で
な
い
の
に
ま
か
せ
て
、
い
ま
の
と
 @
 
」
 ろ
 一
切
を
ふ
く
め
て
 
民
 

（
 
4
 
2
 ）
 

衆
道
教
と
よ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
 

民
衆
道
教
と
 旧
 中
国
の
人
々
の
生
活
と
は
、
実
に
密
接
 に
 関
係
づ
げ
ら
れ
て
い
た
。
道
教
を
蔑
視
し
た
多
く
の
 儒
 家
 た
ち
で
さ
え
、
 
そ
 

ザ
 ー
 ジ
 @
 も
し
く
は
柔
軟
体
操
と
も
 

こ
の
部
門
に
い
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
 

れ
る
点
で
あ
る
。
第
四
は
、
禁
忌
、
 

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
成
立
道
教
の
 

う
な
い
が
、
こ
こ
で
は
省
略
す
る
こ
 い

う
こ
と
が
で
き
る
導
引
 決
 、
性
交
の
意
義
、
そ
の
方
 法
の
原
理
と
禁
忌
を
の
べ
た
房
中
術
な
ど
を
 

ら
す
べ
て
が
長
生
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
 道
教
の
目
的
と
関
連
し
て
大
い
に
 旺
 目
さ
 

戒
律
や
、
積
善
な
ど
の
倫
理
道
徳
部
門
で
あ
る
が
、
 司
 命
 や
陰
 隙
の
思
想
な
ど
も
こ
の
部
門
に
い
れ
 

性
格
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
内
容
と
 機
能
を
一
々
く
わ
し
く
説
明
し
な
け
れ
ば
な
 

（
 
2
u
 

2
 ）
 

 
 

㍉
 も
 



T
T
@
 

  

と
 同
様
、
死
亡
直
後
に
近
親
者
が
屋
根
に
の
ぼ
っ
て
 

、
 「
 
魂
ょ
 帰
れ
」
と
い
い
な
が
ら
死
人
の
衣
類
を
ふ
る
こ
と
 

も
あ
る
。
守
り
札
を
身
 

に
お
び
、
 
鎮
宅
 符
や
桃
符
そ
の
他
の
お
ふ
だ
を
家
の
内
 

外
に
は
る
の
は
、
悪
霊
や
悪
鬼
の
災
い
を
ふ
せ
ぐ
た
め
で
 

あ
る
が
、
お
ふ
だ
の
種
 

 
 

類
は
ま
こ
と
に
多
い
。
 

人
々
は
、
夢
見
が
悪
い
と
い
つ
て
は
道
士
く
ず
れ
の
 

売
 卜
者
に
そ
の
判
断
を
こ
い
、
転
ん
だ
と
い
つ
て
は
邪
気
を
 

は
ろ
う
 
お
は
ら
い
を
 

す
る
。
家
の
門
を
入
っ
た
す
ぐ
突
当
り
 

に
 た
っ
て
い
る
 
影
壁
 と
い
う
土
か
石
製
の
壁
は
、
悪
鬼
を
ふ
せ
 

ぐ
 防
壁
と
 
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
 

そ
れ
は
、
悪
鬼
は
ま
 

つ
 す
ぐ
に
し
か
進
め
な
い
も
の
だ
 

か
ら
、
か
り
に
門
内
に
ま
で
入
っ
て
ぎ
た
と
し
て
も
、
 

影
 壁
 に
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
、
 

 
 

 
 

そ
れ
以
上
家
の
内
に
入
っ
て
こ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

具
体
例
を
あ
げ
る
の
は
は
ぶ
く
が
、
屠
蘇
を
は
じ
め
と
 

す
る
正
月
の
行
事
か
ら
 

 
 

一
 

守
歳
な
ど
の
年
末
の
行
事
に
い
た
る
年
中
行
事
そ
さ
ま
 

ざ
ま
の
習
俗
に
し
て
も
、
道
教
的
な
故
事
来
歴
を
も
っ
も
 

の
が
歩
く
、
絵
画
、
彫
 

 
 

刻
 、
小
説
、
演
劇
な
ど
に
も
、
道
教
的
色
彩
は
ぎ
わ
 

め
 て
濃
 停
任
み
い
だ
さ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
装
飾
に
、
寿
福
 

-
 

を
象
徴
化
し
た
め
で
た
 

い
 模
様
す
な
わ
ち
吉
祥
文
様
が
し
き
り
に
使
わ
れ
て
い
る
 

の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
人
々
が
民
衆
道
教
に
ふ
か
 

く
 左
右
さ
れ
て
い
た
 

旨
 

（
 
お
 ）
 

 
 

 
 

を
 物
語
る
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

民
衆
道
教
の
経
典
と
も
 

よ
 ば
れ
て
い
る
太
上
感
応
篇
、
 

陰
 ぼ
文
 、
覚
 せ
真
 経
、
功
過
格
な
ど
の
勧
善
書
専
門
 
家
 の
あ
い
だ
で
は
幸
正
ロ
 

 
 

書
 と
 よ
ぶ
 

は
、
中
国
民
衆
社
会
の
倫
理
道
徳
を
具
 

体
 的
に
示
め
す
、
 
注
 旧
す
べ
 
き
 価
値
を
も
っ
も
の
で
あ
る
 

が
 、
な
か
で
も
功
過
格
 

 
 

は
、
 人
々
の
日
常
の
行
為
を
善
行
と
悪
行
と
に
分
類
し
 

て
 列
挙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
に
点
数
を
つ
け
て
、
点
数
 

の
 多
寡
に
よ
っ
て
善
悪
 

 
 

の
 程
度
を
明
示
し
て
あ
る
特
異
な
善
書
で
あ
る
，
人
々
は
 

、
各
条
項
に
照
ら
し
て
日
々
の
自
己
の
言
動
を
反
省
す
 

る
と
と
も
に
、
そ
の
 

条
 

 
 

く
ぢ
 を
ひ
 き
 、
そ
の
処
方
に
し
た
が
つ
て
服
薬
す
る
。
 と
 く
に
 児
 授
け
や
安
産
の
祈
願
の
場
合
に
は
、
娘
々
廟
に
 い

く
。
人
が
死
ん
だ
折
の
  

 

 
 

に
 複
雑
な
儀
式
を
す
る
の
は
、
死
者
の
魂
が
宙
に
迷
っ
て
 人
間
に
災
 い
 を
与
え
る
の
を
ふ
せ
ぐ
た
め
で
あ
る
が
、
 そ
の
な
か
に
は
、
日
本
 

  Ⅱ 下 
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道教 
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修験道   
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が あ 師はで辺地 功、   
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ぎ 
ケア し   清 
の 

十 
セ 

    年 
（     八       
七   ） 

37 (1 竹 ) 



    

修
験
道
は
、
ふ
つ
 ぅ
 役
の
小
角
す
な
わ
ち
神
変
大
菩
薩
 が
ひ
ら
ぎ
、
日
本
の
山
岳
崇
拝
と
仏
教
や
道
教
な
ど
と
が
 習
合
し
て
成
立
し
た
 

呪
術
的
宗
教
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
 
宇
 野
 円
空
博
士
は
、
い
ま
少
し
く
わ
し
く
、
修
験
道
は
 、
 仏
教
こ
と
に
密
教
、
神
 

道
 、
民
放
的
な
宗
教
観
念
と
山
岳
信
仰
、
巫
や
呪
術
の
 信
仰
、
お
よ
び
道
教
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
信
仰
や
習
 俗
な
ど
が
習
合
し
て
 成
 

（
 
7
 
2
 ）
 

立
し
た
宗
教
で
、
開
祖
と
称
す
べ
 き
 人
は
な
く
、
古
く
 は
 一
定
の
教
義
や
行
法
も
な
か
つ
た
、
と
の
べ
て
お
ら
れ
 る
 。
お
そ
ら
く
、
信
仰
 

0
 対
象
と
す
る
山
の
中
に
お
い
て
各
人
各
様
の
修
行
を
 行
 い
 、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
宗
教
体
験
を
通
し
て
超
自
然
 
的
な
力
を
自
得
す
る
の
 

が
 、
本
末
の
修
験
者
の
姿
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 羽
黒
 派
 修
験
道
提
要
に
 

（
修
験
道
は
）
 実
 修
験
 成
 の
 妙
教
 な
り
。
故
に
吾
人
其
の
 実
体
に
悟
入
せ
ん
と
 頗
柴
 せ
ば
、
実
地
に
開
祖
大
藤
 睡
 0
 行
 迩
 霊
窟
を
 

踏
破
し
、
身
体
の
運
行
と
共
に
、
任
運
霊
肉
一
致
、
身
 心
 不
二
の
妙
境
に
到
達
す
る
に
あ
り
と
 謂
 ふ
を
 得
 べ
く
。
 
（
下
略
）
 

ハ
 
8
 
2
 

）
 

と
あ
る
の
は
、
そ
の
裏
書
と
な
ろ
 う
 。
従
っ
て
、
教
主
我
 や
行
法
が
一
定
し
な
か
つ
た
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
一
定
 し
た
の
は
、
密
教
と
ふ
 

が
く
結
び
つ
ぎ
、
そ
の
教
義
や
儀
礼
を
と
り
い
れ
て
か
 も
 の
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
羽
黒
派
修
験
道
提
要
に
 は
 、
羽
黒
派
の
所
依
の
 

経
典
と
し
て
、
大
日
経
、
金
剛
頂
経
、
蘇
悉
地
経
、
 法
 華
 経
、
仁
王
経
、
金
光
明
経
、
大
般
若
経
、
般
若
心
経
、
 阿
弥
陀
経
、
不
動
 経
そ
 

の
他
、
真
言
，
 
天
 ム
ロ
・
浄
土
な
ど
の
 各
宗
で
 用
い
ら
れ
る
 諸
経
典
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
羽
黒
派
の
 開
祖
と
い
わ
れ
て
い
る
 

庶
兄
大
菩
薩
 能
除
 が
と
い
た
経
典
は
 、
 一
つ
も
入
っ
て
 
い
な
い
上
に
、
そ
の
説
に
も
と
づ
く
教
理
の
体
系
的
な
展
 開
 の
ち
と
も
窺
わ
れ
な
 

い
 。
著
者
は
こ
の
点
を
意
識
し
た
た
め
か
、
経
典
 名
を
 掲
げ
る
前
に
 、
 「
（
羽
黒
派
修
験
道
は
）
別
に
所
依
の
経
典
 
を
仮
 ら
ず
、
た
だ
、
 
大
 

四
 、
修
験
道
と
道
教
 

に
な
る
。
そ
の
い
み
で
、
功
過
格
は
き
わ
め
て
興
味
 ふ
 か
い
中
国
の
社
会
資
料
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
存
 最
古
の
大
敵
佃
君
功
過
㏄
 

格
は
金
の
大
宗
十
年
（
一
一
七
 0
 
）
 作
 と
さ
れ
て
い
る
 
上
に
、
し
き
り
に
つ
く
ら
れ
た
の
 ぱ
明
清
 時
代
で
あ
る
か
 ら
 、
そ
の
こ
ろ
の
倫
理
 
ゆ
 

 
  
 

（
 
6
 
2
 ）
 

道
徳
観
で
あ
る
こ
と
は
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
 い
 。
な
お
、
も
っ
と
も
大
部
の
功
過
格
は
彙
 纂
 功
過
格
で
 
あ
る
。
 



般
若
の
肝
心
三
摩
地
、
心
経
お
よ
び
六
大
本
有
の
明
晩
 を
本
旨
と
な
す
。
然
れ
ど
も
末
代
の
機
根
の
た
め
に
、
 一
 往
 」
右
の
諸
経
を
所
依
 

の
 経
典
と
定
め
る
、
と
断
つ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
言
に
従
 え
ば
、
右
の
諸
経
は
本
来
の
い
み
で
の
所
依
の
経
典
で
 は
な
く
、
羽
黒
派
に
は
 

所
依
の
経
典
は
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
 点
 に
つ
い
て
は
、
役
の
小
角
の
系
統
を
ひ
く
派
に
お
い
て
 も
 、
ま
っ
た
く
同
様
で
 

あ
る
。
そ
こ
で
、
修
験
道
を
創
唱
宗
教
と
い
う
こ
と
は
 で
 ぎ
ず
、
開
祖
や
教
祖
も
な
い
と
い
う
の
が
妥
当
で
は
な
 か
ろ
う
か
。
な
お
河
魚
 

派
 で
、
右
の
よ
う
に
 各
 宗
の
経
典
を
集
め
て
「
一
往
」
の
 所
依
の
経
典
と
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
目
的
と
す
 る
 即
身
印
仏
五
流
 

修
験
道
で
い
 う
 即
身
即
身
を
論
証
す
る
の
に
都
合
 
の
よ
 い
字
句
の
使
用
さ
れ
て
い
る
経
典
を
、
適
当
に
借
用
 し
た
た
め
で
は
な
い
か
 

と
 思
わ
れ
る
。
 

宇
野
円
空
博
士
が
い
わ
れ
る
神
道
に
つ
い
て
は
、
そ
の
 概
念
規
定
が
さ
だ
か
で
な
い
の
で
さ
て
お
 き
 、
密
教
や
道
 教
の
要
素
が
修
験
道
 

ぽ
 と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
な
事
実
で
 あ
る
。
こ
と
に
密
教
に
つ
い
て
は
、
儀
礼
、
教
義
、
行
法
 か
ら
経
典
に
い
た
る
 全
 

般
 に
わ
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
 関
す
る
指
摘
は
省
略
し
、
も
つ
 ぱ
ら
 、
従
来
あ
ま
り
 注
立
 
思
さ
れ
て
い
な
い
道
教
と
 

の
 関
係
に
つ
い
て
、
や
や
具
体
的
に
の
べ
る
こ
と
に
し
 -
@
 

ヰ
ハ
・
 

Ⅹ
。
 

@
 
㌧
 

（
 
り
 
g
 
2
 ）
 

小
柳
司
気
太
博
士
は
、
修
験
道
の
道
教
的
要
素
と
し
て
、
 鋳
 、
お
ふ
だ
、
九
字
の
三
 つ
 を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。
 
抱
 朴
 千
巻
十
七
な
ど
に
 

も
記
る
さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
、
道
士
が
山
仁
入
る
際
を
 は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
合
に
道
教
で
鏡
を
使
用
 す
る
こ
と
は
事
実
で
あ
 

る
 。
け
れ
ど
も
、
修
験
道
で
鏡
を
使
用
す
る
い
み
が
、
 道
 教
 の
よ
う
に
魔
を
さ
げ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
 

神
道
か
ら
の
系
統
で
あ
 

つ
 た
か
は
、
い
ま
一
応
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
 、
簡
単
に
道
教
的
要
素
と
断
ず
る
 
あ
 げ
に
は
い
か
な
い
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
 
ま
 

た
、
 同
じ
く
九
字
と
い
つ
て
も
、
抱
朴
子
 巻
 十
七
に
み
 
，
 
え
る
九
字
は
「
臨
岳
 
闘
者
皆
 陣
列
前
行
」
で
あ
り
、
修
験
 道
 の
そ
れ
は
「
臨
岳
 闘
 

鑓
 
昔
昔
陳
列
柱
前
」
で
あ
っ
て
、
多
少
の
相
違
が
あ
る
 。
な
お
、
大
行
 居
 刊
の
禁
厭
 集
 で
は
、
「
 臨
 共
闘
 者
皆
 陣
烈
 前
行
 二
は
 つ
く
り
、
「
 前
 

沌
 "
 行
を
在
前
と
唱
ふ
は
 甚
ょ
 ろ
し
か
ら
ず
」
と
註
し
 て
い
る
か
ら
、
一
部
で
は
こ
の
よ
う
に
し
て
現
行
さ
れ
て
 い
る
ら
し
い
。
修
験
故
事
 便
 

 
 

ぬ
 
賀
春
二
の
九
字
の
条
に
は
、
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叶
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王
威
 院
 春
海
僧
正
の
言
力
め
せ
ら
れ
て
Ⅰ
 

。
 
、
 

、
 る
，
 

（
 
I
 
0
 
）
従
っ
て
 
、
 修
験
道
に
神
仙
思
想
が
と
り
い
れ
ら
れ
、
の
ち
の
時
代
 

0
 人
々
が
古
い
修
験
道
 

 
 

と
説
明
し
、
（
 

0
 
3
 
 

）
 慶
長
見
聞
書
に
は
、
「
山
伏
は
 

ゑ
 ん
の
 行
 者
の
末
流
な
れ
ど
も
、
 

近
 釆
は
仙
道
の
行
 
ひ
ち
 ま
れ
に
 
成
 行
 」
と
の
べ
た
、
浦
和
 

 
 

甲
 
 
 
 
 
"
 
"
 

Ⅳ
 
"
"
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 常
套
句
で
、
い
わ
ゆ
る
仙
人
に
な
っ
た
と
い
う
い
 み
 

ハ
目
木
 是
 ア
リ
。
何
 ン
ゾ
 加
平
 加
ノ
論
 ア
ラ
ン
。
 で

あ
る
。
元
亨
釈
書
に
 ょ
 れ
ば
、
役
の
小
角
、
久
米
価
、
 陽
 勝
は
空
中
を
飛
行
し
 

と
 、
抱
朴
子
に
そ
の
典
拠
を
求
め
て
い
る
か
ら
、
江
戸
 時
代
の
修
験
者
は
、
九
字
は
道
教
か
ら
の
も
の
と
考
え
て
 い
た
に
相
違
な
い
。
 け
 

れ
ど
も
、
道
教
の
九
字
と
は
多
少
相
違
が
あ
る
か
ら
、
 修
 験
道
 の
そ
れ
が
直
接
道
教
か
ら
と
ら
れ
た
の
か
否
か
は
 、
い
ま
少
し
ふ
か
く
 考
 

え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

そ
れ
は
と
に
か
く
、
私
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
修
験
道
 の
道
教
的
要
素
、
も
し
く
は
類
似
点
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
 な
い
。
羽
黒
派
修
験
 

道
 提
要
に
収
め
ら
れ
た
開
祖
略
伝
に
 ょ
 れ
ば
、
 能
除
は
 「
現
身
 飛
昇
 、
天
に
沖
り
て
 去
 」
 つ
 た
と
あ
り
、
元
亨
 釈
 書
巻
十
八
神
仙
の
釈
 窺
 

仙
の
条
に
は
、
 窺
仙
は
 
「
一
旦
素
雪
布
 去
 」
と
あ
る
。
 
「
現
身
昇
天
」
や
「
 乗
 雲
雨
 去
 」
は
、
道
士
死
去
の
際
に
 そ
の
伝
記
に
使
用
さ
れ
 

た
と
い
う
が
、
空
中
飛
行
は
い
 う
 ま
で
も
な
く
神
仙
の
 一
 属
性
で
あ
る
。
修
験
道
便
蒙
に
は
、
文
武
大
畠
は
役
の
 小
角
を
迎
え
て
国
師
と
 

し
 、
朝
廷
で
は
か
れ
を
「
真
人
」
と
し
た
と
み
え
て
い
 る
が
、
「
真
人
」
と
は
神
仙
を
 ょ
ぶ
 道
教
用
語
で
あ
る
。
 拾
枕
案
 は
、
修
験
の
支
 

配
 場
所
で
あ
る
露
場
に
つ
い
て
 

仙
 府
は
霞
を
喰
 ひ
 霧
を
呑
み
以
て
長
生
不
死
を
持
っ
。
 愈
に
 山
伏
は
里
民
を
食
糧
と
な
し
、
身
命
を
扶
 け
 仙
境
を
 習
学
す
。
故
に
 

他
言
に
比
し
、
食
糧
を
以
て
 霞
 と
い
ふ
の
み
。
 

ヤ
 。
 答
 。
抱
朴
子
内
篇
第
四
四
は
十
 
セ
の
 誤
り
で
 あ
る
二
日
。
入
山
。
 
宜
 知
人
中
秋
税
。
祝
日
。
 臨
 共
闘
 者
皆
 陳
列
前
⑥
 

 
 

 
 
 
 

行
 。
 九
 九
字
。
 常
当
密
祝
之
 。
短
所
不
運
。
要
道
下
 
煩
 
。
 此
之
 請
地
圧
。
習
知
。
 
在
ノ
字
 ハ
足
抱
朴
子
 
ノ
 誠
二
八
 ア
ラ
ズ
 。
 行
ノ
字
 

 
 

  

問
 。
臨
岳
開
音
質
陳
列
左
前
 ノ
 九
字
、
相
伝
 フ
行
ノ
字
 
ヲ
加
ヘ
テ
名
ケ
テ
 十
字
ト
ス
ト
 テ
 フ
。
米
審
 
シ
 。
道
家
 ノ
 善
二
化
 説
 ア
リ
㏄
 

 
 

  
，百 

    

，
 鰯
 ・
 



    
  

道教と修験道 

 
 

我
今
 弘
誓
。
東
土
衆
生
。
 
能
 除
災
難
。
増
益
寿
命
。
 

 
 

と
い
う
催
を
と
な
え
た
と
み
え
、
修
験
道
の
も
つ
と
も
 重
要
な
修
行
の
一
つ
に
、
寿
命
延
長
を
目
的
と
す
る
延
年
 の
舞
が
あ
る
。
羽
黒
派
 
ひ
 

  

    

た
こ
と
は
、
い
ま
さ
る
こ
こ
に
い
さ
ま
で
も
あ
る
 

あ
る
。
 

道
賢
 上
人
冥
途
 記
 に
は
、
「
帰
付
 
仏
 。
 修
 付
法
。
 

に
は
、
「
出
雲
路
 ヤ
 八
雲
村
立
不
老
不
死
、
 降
ス
 

略
伝
に
は
、
 能
 除
は
誕
生
後
三
日
目
に
 、
 

ま
い
。
従
っ
て
、
修
験
道
に
は
道
教
の
医
学
医
術
的
部
 

門
が
色
 こ
く
認
め
ら
れ
る
の
で
 

き
得
増
 寿
命
。
（
中
略
）
佳
山
修
行
長
遠
」
と
あ
り
、
 

修
 験
道
 諸
神
勧
請
の
宝
鈴
の
 
条
 

餌
二
罪
ゾ
斬
 ケ
ル
」
と
い
う
一
首
が
収
め
ら
れ
て
い
る
 

。
羽
黒
派
修
験
道
提
要
の
開
祖
 

た
め
で
あ
り
、
（
 

3
 
3
 

）
 松
田
寿
男
氏
に
 
ょ
 れ
ば
、
修
験
者
は
探
 
鋳
 者
と
し
て
の
特
殊
な
技
能
を
も
ち
、
医
療
の
面
も
司
 

っ
 た
か
ら
、
修
験
道
 
と
薬
 

物
 と
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
。
（
 

4
 
3
 

）
 修
験
者
が
 
、
 古
米
指
圧
や
鉱
 
術
 、
呪
禁
や
加
持
な
ど
の
方
法
で
人
々
 

の
 病
気
を
な
お
し
て
い
 

多
く
の
お
ふ
だ
に
か
く
「
急
々
如
律
令
 二
 と
い
う
一
句
 は
 、
道
教
の
符
呪
 

火
渡
り
は
、
火
に
入
っ
て
も
 燥
 げ
な
い
と
い
う
方
術
の
 一
種
と
み
る
こ
と
も
 

い
、
占
い
、
お
は
ら
い
、
 祈
禧
 、
加
持
、
予
言
、
家
相
、
 方
位
な
ど
も
、
 あ
 

ほ
 、
泰
澄
が
鬼
神
を
駆
役
し
、
鳥
獣
を
使
令
し
た
由
を
 記
 る
し
、
役
の
小
角
 

役
使
し
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
鬼
神
の
役
 便
や
、
修
験
者
の
行
 

行
 う
 と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
 

元
亨
釈
書
巻
十
八
に
 ょ
 れ
ば
、
 陽
勝
は
砕
 穀
を
行
い
、
 釈
 窺
仙
 も
ま
た
長
 

験
者
に
も
 梓
 穀
の
修
行
を
す
る
も
の
が
あ
る
由
で
あ
る
。
 天
台
修
験
で
は
、
 

い
 5
%
 が
修
験
（
 

2
 ）
 
宝
田
正
道
氏
に
よ
れ
ば
、
古
く
 金
峯
山
 

道
の
中
心
と
な
っ
た
 に

な
ら
う
た
も
の
に
相
違
な
く
、
い
ま
な
お
行
わ
れ
て
 い
る
 

で
き
る
。
修
験
者
が
江
戸
時
代
以
降
し
き
り
に
行
っ
た
 、
 呪
 

な
が
ち
方
術
と
無
関
係
と
は
い
え
な
い
。
修
験
行
者
 伝
 記
ナ
し
 

-
=
 

Ⅰ
 
@
 

の
 多
く
の
伝
記
に
も
、
か
れ
が
山
川
の
神
そ
の
他
の
鬼
 神
を
 

ぅ
魔
 や
た
た
り
を
は
ら
り
 祈
禧
は
 、
中
国
で
は
通
常
道
 土
の
 

生
を
求
め
て
 
梓
穀
 、
 服
 餌
を
実
行
し
た
と
い
い
、
現
在
 の
修
 

い
ま
な
お
道
教
の
調
 息
法
 同
様
の
方
法
が
行
わ
れ
て
い
 る
と
 

の
は
、
そ
こ
で
多
く
の
薬
草
を
採
集
し
、
煉
丹
 術
 を
行
 っ
た
 

  



    
サ
 
"
 

派
 の
 明
存
 と
い
う
修
験
者
が
寛
政
四
年
（
一
セ
九
二
）
 ず
 」
 ろ
 太
上
感
応
篇
和
解
と
題
す
る
善
書
を
 

吉
志
 施
 印
し
て
い
る
こ
と
は
、
民
衆
道
教
と
の
関
係
か
 ら
い
つ
て
、
い
た
く
私
の
注
意
を
ひ
く
。
 

者
 勤
行
実
 が
 、
人
間
は
元
来
 仏
 と
同
じ
も
の
だ
か
ら
、
 
現
 世
の
悪
業
を
戯
悔
し
、
清
浄
祓
を
唱
え
 

（
 
く
り
 

3
 ）
 

謡
 え
れ
ば
、
所
願
が
成
就
す
る
と
と
く
点
は
、
原
始
 道
 教
 と
も
 よ
 ば
れ
て
い
る
漢
代
の
太
平
道
 や
 

反
省
、
 域
悔
 さ
せ
た
の
ち
に
待
木
を
の
ま
せ
、
新
禧
 を
 行
い
、
も
し
く
は
老
子
道
徳
経
を
 よ
 ま
せ
 

も
 酷
似
し
て
い
る
の
に
驚
か
さ
れ
る
。
ま
た
、
修
験
道
 法
主
宮
家
裁
沓
師
の
 街
 教
示
に
 よ
 る
と
、
 

と
は
共
通
点
が
多
い
出
で
あ
る
。
 

具
体
例
を
あ
げ
る
こ
と
は
は
ぶ
く
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
 現
実
的
で
現
世
利
益
を
主
と
し
、
 

実
 

じ
て
教
理
が
な
か
つ
た
こ
と
、
仏
教
教
理
を
か
り
用
い
 て
 教
理
体
系
を
つ
く
り
あ
げ
・
そ
の
組
織
 

と
の
 え
た
こ
と
、
包
容
主
義
で
あ
る
こ
と
、
民
衆
と
の
 結
び
つ
ぎ
が
と
く
に
密
接
で
、
そ
の
精
神
 

下
る
と
と
も
に
あ
る
特
定
の
人
物
を
神
格
化
し
て
開
祖
 と
し
た
こ
と
、
山
、
も
し
く
は
山
の
も
つ
 

に
は
道
教
と
の
共
通
点
が
き
わ
め
て
多
い
の
で
あ
る
。
 だ
 か
ら
と
い
つ
て
、
私
は
、
以
上
の
点
が
 

の
 結
果
で
あ
る
と
か
、
そ
の
影
響
で
あ
る
な
ど
と
い
う
 つ
も
り
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
 

て
 早
計
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
各
 方
面
か
ら
す
る
く
わ
し
い
研
究
結
果
に
 

も
な
い
。
た
だ
、
従
来
注
意
さ
れ
な
か
っ
た
道
教
と
 修
 験
道
 と
の
共
通
点
や
類
似
点
を
、
い
さ
さ
 

た
だ
し
、
私
が
こ
こ
数
年
間
手
が
 け
て
 ぎ
た
庚
申
信
仰
 を
 通
じ
て
い
 
う
 な
ら
ば
、
道
教
の
信
仰
 

事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、
か
り
に
、
以
上
の
諸
点
が
 道
 教
の
日
本
に
伝
来
し
た
結
果
の
産
物
で
あ
 践

 的
で
あ
り
、
 古
 修
験
道
が
行
を
重
ん
 

や
体
裁
に
な
ら
う
て
教
団
的
体
裁
を
と
 

的
支
え
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
時
代
が
 

霊
力
を
重
視
し
た
こ
と
な
ど
、
修
験
道
 

す
べ
て
道
教
が
日
本
に
伝
来
し
た
た
め
 

は
、
現
在
の
段
階
で
忙
、
ま
だ
き
わ
め
 

ま
っ
必
要
の
あ
る
こ
と
は
、
い
 う
 ま
で
 

か
指
摘
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
 

が
 日
本
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と
ど
 げ
 は
 

つ
 た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
び
っ
き
 

著
 わ
し
、
月
明
・
真
成
・
蔵
本
三
院
が
 

し
か
し
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
修
験
道
行
 

て
み
づ
か
ら
を
清
浄
に
し
て
、
経
文
を
 

五
斗
米
道
が
、
病
人
に
自
己
の
過
失
を
 

て
 病
気
を
な
お
し
た
の
と
、
あ
ま
り
に
 

柳
 斎
忌
異
に
み
え
る
と
こ
ろ
と
修
験
道
 

修
験
 指
 妄
弁
に
は
、
「
勧
善
懲
悪
二
心
 ヲ
カ
ケ
 」
と
い
 
ぅ
 
一
句
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
直
接
に
は
そ
の
関
係
か
ら
 で
あ
ろ
う
が
、
当
山
 
何
 

 
  

 

 
  

 

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 



の
 状
態
か
ら
推
測
し
て
、
 
外
 釆
の
宗
教
で
あ
る
道
教
は
 、
 い
と
も
円
滑
に
受
容
さ
れ
た
 よ
う
 に
考
え
ら
れ
る
。
 

一
 般
に
 、
外
来
宗
教
が
 大
 

ぎ
な
摩
擦
や
抵
抗
も
な
く
受
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
 そ
 の
 伝
来
以
前
に
、
そ
れ
を
受
容
 し
ぅ
る
 基
盤
、
す
な
わ
ち
 外
来
の
も
の
に
似
た
 信
 

仰
や
宗
教
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
私
は
 、
あ
 ま
り
に
も
大
胆
で
は
あ
る
が
、
道
教
が
日
本
に
伝
来
し
た
 場
合
、
そ
れ
を
た
や
す
 

く
 受
容
す
る
基
盤
と
な
っ
た
も
の
は
、
お
そ
ら
く
、
 古
 い
 修
験
道
を
成
立
さ
せ
た
も
の
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
 は
 別
に
し
て
で
あ
 

つ
 た
の
で
は
な
い
か
と
臆
測
す
る
。
 

修
験
道
で
は
、
山
を
信
仰
の
対
象
と
し
、
山
中
に
お
 け
 る
 修
行
を
極
度
に
重
視
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
私
は
 、
右
 の
 諸
点
を
も
考
え
あ
 

わ
せ
て
、
修
験
道
と
は
、
日
本
古
代
の
民
衆
の
山
に
対
 す
る
神
秘
的
な
信
仰
を
基
盤
と
す
る
自
然
宗
教
で
あ
り
、
 そ
の
目
的
は
、
山
中
に
 

お
け
る
修
行
に
よ
っ
て
山
の
霊
力
と
も
い
 う
 べ
き
題
目
 然
 的
な
力
を
体
得
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
体
得
し
た
力
に
 も
と
づ
く
呪
術
宗
教
的
 

な
行
為
に
よ
っ
て
 、
 人
々
に
現
世
利
益
を
与
え
る
点
に
 お
か
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
 

と
こ
ろ
で
、
修
験
道
法
主
宮
家
数
沓
師
の
 御
 教
示
に
 
ょ
 れ
ば
、
修
験
道
は
 、
 古
く
か
ら
あ
ら
ゆ
る
面
で
一
般
人
 
衆
の
相
談
相
手
に
な
 

り
、
 人
々
が
現
世
の
生
活
で
ぶ
つ
か
る
も
ろ
も
ろ
の
 苦
 悩
の
解
決
を
は
か
っ
て
ぎ
た
由
で
あ
る
。
長
井
政
太
郎
氏
 に
よ
 れ
ば
、
羽
黒
派
の
 

大
日
 手
 で
は
、
幕
末
ご
ろ
一
年
で
た
だ
し
 私
 ま
で
 

。
と
を
占
い
、
死
者
の
あ
と
祈
念
も
行
 
う
 。
人
々
は
妊
娠
 

お
ふ
だ
を
 く
 ば
り
、
参
詣
の
打
合
せ
を
し
た
た
め
に
、
 

千
 

に
よ
 れ
ば
、
羽
黒
修
験
は
日
待
、
月
待
、
庚
申
待
な
ど
 

一
万
八
千
の
行
者
を
扱
い
、
冬
に
な
る
と
、
宿
坊
の
 

す
れ
ば
出
産
月
を
み
て
も
ら
い
、
助
産
婦
の
方
角
を
尋
ね
 

の
祈
禧
 、
入
学
、
縁
談
、
湯
治
、
失
せ
物
判
断
、
就
職
、
 

入
講
な
ど
の
大
集
団
が
参
 北
 
萌
し
て
も
混
乱
忙
な
か
っ
た
 

主
人
が
電
場
 を
 廻
っ
て
 

、
臨
月
に
な
れ
ば
「
 六
 

旅
行
、
医
師
の
撰
定
な
 

 
 

三
ょ
 け
 」
を
た
の
み
、
生
れ
れ
ば
「
と
り
 子
 」
に
し
て
 も
ら
 ぅ
 習
慣
が
あ
る
。
さ
き
に
の
べ
た
、
中
国
と
同
様
な
 
「
た
ま
し
い
よ
ば
い
」
 

（
 
7
 
Ⅰ
 
3
 
）
 

凝
は
 、
東
北
地
方
で
は
 羽
里
 修
験
の
つ
と
め
で
あ
っ
た
 。
さ
ら
に
、
修
験
深
秘
行
法
符
呪
美
春
十
や
宮
家
宰
 君
 の
 研
究
に
 ょ
 れ
ば
、
江
戸
時
 

疹
代
 以
降
の
修
験
者
が
一
般
の
人
々
の
生
活
に
対
し
て
 果
し
た
役
割
と
し
て
は
、
恋
愛
、
結
婚
、
出
産
、
求
子
 、
生
長
、
引
導
、
長
命
、
施
 

 
 

轍
 

餓
鬼
、
塔
婆
供
養
、
 
治
病
 、
魔
・
 火
 
・
盗
難
な
ど
 の

ょ
 汁
も
の
、
雨
乞
、
山
雨
、
講
、
そ
の
他
な
ど
が
 お
げ
 ら
れ
、
ま
さ
に
官
家
裁
沓
師
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あ ろ は の でぎ 十分 大い Ⅰ 力 とこ 験く 道はと以 道 
ろう 。 。 実の 、 言 

す 際 と 

な に お ， 

わ は り 

ち 修 て     
、 験 あ 

。 社会 る 道に 
的 よ 庚 
機 つ 申 

能 て 信   

、 左 仰 
ひ 右 と 

い さ の 

て れ 関 
は て 4 条 
宗 い も 
教 た   
更 湯 ま 

上 合 た 
博 こ し 中 中 文 の も い ほ が そ   

お 多 の 
い か 一 
て つ 例 
し た に 
め で 加 
る お え 
仕 ろ る 

5 さ こ 場 い も 生 、 者 貴 う こ 

む ま こ と 
、 と が 

遭 は で 
教 、 き 

右に 修 も る 摂 （ 8   験 の と 

道 べ く   も た に   
つ こ 戸 
た ろ 時 
く V こ イ弍 

同 ょ に 
一 つ は 
で ・ て "   あ 明 人 
つ ら 々 
た か の 
の で 信   で あ 4 町 

鰯 
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7 6 5 4     Ⅰ 註 手の （ 
の す 玖格戊 て 友 を意附 

加 を記 
え あ り た ち     
あ なす 

る た、 おる に 

  
記 述、 はつ て 

が 昭は 

、修験 三十ホ離 把 ね 

で 六道 
あ 年法 
る十主 
こ 月宮 
と 岡家 
を 山教 
お大昔 

こと 手師 で " 
わ行お 

  
てた 慶 
お 目庇 

  
散大 半学 
会話 

師 宮家 第十二 

国幣 
大石 
会か 
の ら 
際御 
の教 
公示 

こと 煩語 が および 

聞せ 
請 え 
漬 た 

具 （「母 の じ ヰ @ 目   
体 貌 常 棋道 て " 云 臣 亡   何 % 世 と徳 修 い し 

さ て   さ感 
で と のいあ て い   か謝 
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 道
教
で
は
、
中
元
地
官
の
ほ
か
に
な
お
、
上
元
天
官
・
 下
 

も
 、
す
べ
て
日
本
固
有
と
と
く
弊
風
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
 好
 

万
水
宮
の
二
神
が
説
か
れ
、
こ
の
三
神
を
あ
わ
せ
て
三
宮
大
帝
 

適
例
が
 、
 私
が
こ
こ
数
年
来
扱
っ
て
ぎ
た
庚
申
待
と
い
う
宗
教
 

と
い
つ
た
。
三
宮
大
帝
 

行
事
の
起
源
に
対
す
 
蝸
 

る
 、
一
部
の
日
本
民
俗
学
者
の
態
度
で
あ
る
。
そ
の
態
度
に
対
 し
て
は
、
前
著
「
庚
申
信
仰
の
研
究
１
日
中
宗
教
文
化
交
渉
 史
 ，
 二
に
お
い
て
、
 
や
 

）
 

 
 

や
く
わ
し
く
資
料
を
あ
げ
て
、
私
の
考
え
を
説
明
し
て
お
い
た
 が
 、
そ
の
際
に
は
、
平
安
時
代
か
ら
室
町
前
期
に
お
よ
ぶ
あ
い
 だ
の
一
般
の
人
々
の
 

鱗
 

庚
申
待
や
そ
の
信
仰
を
明
示
す
る
資
料
が
え
ら
れ
な
か
つ
た
た
 め
に
、
単
な
る
推
定
に
止
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
 清
少
坤
 言
 が
こ
こ
に
、
本
文
 

に
 紹
介
し
た
よ
う
に
 明
 ミ
ロ
し
て
い
る
以
上
、
文
献
記
録
に
は
 
何
 ら
の
記
述
が
な
く
と
も
、
意
外
に
早
く
か
ら
、
一
般
の
人
々
の
 あ
い
だ
で
も
、
宮
中
 

や
宮
廷
貴
族
た
ち
と
同
様
に
、
中
国
文
化
を
受
容
れ
て
、
実
行
 し
て
い
た
と
み
て
差
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
 庚
 申
得
に
 
つ
い
て
も
、
 

意
外
に
早
く
、
平
安
時
代
か
ら
行
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
 考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
右
の
よ
う
な
日
本
民
俗
学
者
の
態
度
の
 影
響
を
 ぅ
 け
て
、
 宮
 

中
の
行
事
や
習
俗
と
、
一
般
の
人
々
、
こ
と
に
農
民
の
あ
い
だ
 で
 行
わ
れ
て
い
た
そ
れ
と
は
ち
が
 ぅ
 と
と
く
人
々
が
あ
る
。
 
清
 少
納
言
の
言
葉
は
 、
 

そ
れ
ら
の
人
々
の
考
え
が
、
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
勝
手
な
独
 
断
 に
す
ぎ
な
い
由
を
我
々
に
 赤
 め
し
て
く
れ
る
 
鉄
託
 と
な
る
 で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
 

く
 、
注
意
ぶ
か
く
さ
が
し
た
な
ら
 ぱ
 、
こ
の
よ
う
な
例
は
か
な
 り
 多
く
み
い
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
た
と
 て
 ば
、
蜻
蛉
日
記
の
 

「
五
月
に
も
な
り
ぬ
。
わ
が
家
に
と
ま
れ
る
人
の
許
 よ
 り
、
お
は
 
し
ま
さ
ず
と
も
、
菖
蒲
葺
か
で
は
 ゆ
 、
し
か
ら
む
を
、
い
か
が
 

せ
 む
と
は
す
る
と
 

は
い
ひ
た
り
」
の
一
句
も
、
そ
の
一
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
 た
 だ
し
、
こ
の
場
合
に
一
応
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
 ，
 
@
 の
よ
う
に
中
国
文
 

化
を
受
容
れ
て
実
行
し
て
い
た
一
般
の
人
々
は
、
お
そ
ら
く
 
一
 
示
 都
の
周
辺
あ
た
り
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
 、
地
域
的
限
定
で
 

る
 。
清
少
納
言
の
言
葉
だ
け
か
ら
で
は
、
こ
の
占
は
は
つ
ぎ
 り
 き
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 

ほ
 つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
三
教
源
流
 捜
神
 大
全
巻
 
一
 、
三
元
 大
 帝
 の
 策
 、
 咳
鎗
叢
考
巻
 三
十
五
、
天
地
水
三
宮
の
条
、
集
 説
詮
 真
の
三
宮
の
条
な
ど
 

を
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
著
「
道
教
と
中
国
社
会
」
一
七
六
頁
に
 も
ご
く
簡
単
な
説
明
は
し
て
お
い
た
。
 

9
 
 こ
の
 度
 頻
出
伝
説
は
、
現
存
の
山
海
経
に
は
み
え
な
い
の
 で
、
こ
こ
で
は
論
衡
 巻
 二
十
二
、
訂
鬼
 
籍
 前
引
の
も
の
に
よ
 つ
 た
が
、
荊
楚
歳
時
記
、
 

集
 説
話
 真
 、
天
牢
記
 
巻
 四
な
ど
を
は
じ
め
、
多
く
の
書
に
も
み
 え
て
い
る
。
く
わ
し
く
は
守
屋
美
都
雅
音
「
校
註
荊
楚
歳
時
記
 」
二
七
頁
以
下
、
お
 

よ
び
上
原
淳
 
道
 
「
神
祭
・
 詩
呈
は
 
つ
い
て
」
（
東
方
宗
教
創
刊
号
 
七
五
頁
以
下
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

皿
 

三
尺
 説
 と
そ
の
信
仰
、
お
よ
び
そ
の
日
本
へ
の
伝
来
と
変
 遷
は
 
つ
い
て
は
、
拙
著
「
庚
申
信
仰
」
，
「
庚
申
信
仰
の
研
究
 １
日
中
宗
教
文
化
交
渉
 

史
，
ヒ
 
に
よ
り
、
ま
た
日
記
を
は
じ
め
と
す
る
文
献
資
料
の
原
 文
 に
よ
る
日
本
の
庚
申
の
日
の
行
事
の
変
遷
の
跡
づ
け
に
つ
い
 て
は
、
拙
著
「
庚
申
 

信
仰
の
研
究
１
年
譜
篇
 ｜
 」
に
よ
っ
て
承
知
し
て
い
た
だ
 き
 た
 い
 。
本
文
で
の
べ
た
三
月
上
大
税
 は
 、
太
上
三
戸
中
経
（
道
蔵
 第
六
九
四
冊
、
 
雲
笈
 

土
筆
巻
八
一
所
収
）
に
 よ
 つ
た
。
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「
オ
シ
ラ
さ
ま
」
の
伝
承
に
つ
い
て
は
、
今
野
田
 輔著
 
「
 馬
娘
 婚
姻
 譚
 」
に
く
わ
し
い
 0
 
本
文
に
紹
介
し
た
中
国
の
蚕
 女
 説
話
は
、
捜
神
記
（
 道
 

蔵
 第
一
一
 
0
 六
冊
）
 
巻
 六
所
 掲
 の
も
の
で
あ
る
が
、
な
お
、
 

三
 教
 源
流
 捜
神
 大
全
巻
 
こ
 、
養
女
の
 
条
 、
集
 説
詮
其
 
の
養
女
の
 条
 、
歴
世
具
 仙
 林
道
 通
 

ぬ
 後
集
 巻
二
 
（
道
蔵
第
一
五
 0
 冊
 ）
養
女
の
 
条
 、
 塘
城
 集
帖
 録
 巻
末
（
道
蔵
第
五
六
一
冊
）
養
女
の
 条
 、
三
個
群
竹
鋸
 巻
九
 
（
 
道
蔵
第
九
九
三
冊
）
 

九
官
 仙
濱
 の
項
な
ど
に
も
み
え
て
い
る
。
 

は
 

宋
史
 巻
 九
八
の
礼
 士
ご
 
お
よ
び
同
書
巻
 一
 0
 
二
の
礼
 志
五
 に
は
、
「
季
春
日
日
車
允
秀
」
と
あ
り
、
同
書
巻
四
三
一
の
 孔
 維
伝
 に
は
「
季
春
事
 
先
 

蚕
 」
と
あ
る
。
 
先
蚕
は
 
、
い
さ
ま
で
も
な
く
 蚕
神
 で
あ
る
。
 

H
 
 
下
田
 積
与
 「
常
世
国
の
性
格
」
 
六
 
（
東
方
宗
教
第
三
号
 
セ
 三
頁
以
下
）
参
照
。
 

Ⅱ
な
お
一
条
兼
良
の
玉
菜
 記
抄
 
（
文
科
大
学
史
話
叢
書
本
）
 
拝
賀
の
部
の
建
武
五
年
八
月
二
十
五
日
の
条
に
も
、
宮
中
で
高
 歩
 を
行
っ
た
記
述
が
あ
 

 
 

Ⅱ
歴
世
 真
仙
 林
道
通
鑑
 巻
二
 
0
 
 （
道
蔵
第
一
四
二
冊
）
壺
金
 
0
 条
に
ひ
く
続
 篇
詣
 志
の
記
述
に
よ
っ
た
が
、
大
串
 記
巻
五
 、
 九
月
九
日
の
項
の
登
高
 

お
よ
び
 茉
夷
 嚢
の
条
に
も
み
え
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
話
は
民
 間
 年
中
故
事
要
言
 巻
六
 、
 桓
景
辞
 旧
事
の
条
に
訳
出
さ
れ
て
い
 る
か
ら
、
平
安
時
代
 

の
 宮
廷
貴
族
ば
か
り
で
な
く
、
江
戸
時
代
の
人
々
の
あ
い
だ
で
 も
 知
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
こ
の
話
 に
よ
っ
て
 %
 子
骨
を
実
 

 
 

㏄
く
わ
し
く
は
拙
著
「
庚
申
信
仰
の
研
究
１
日
中
宗
教
文
化
 
交
渉
 史
。
 乙
第
六
章
 1
 を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

W
 
 
都
氏
文
集
（
群
書
類
従
第
九
 輯
 ）
 巻
 五
の
「
神
仙
」
と
 題
 す
る
対
策
は
、
都
良
香
の
神
仙
 説
 に
対
す
る
ふ
か
い
理
解
を
示
 

  

は
の
ち
に
仙
人
視
さ
れ
て
い
る
。
元
亨
釈
書
巻
一
八
参
照
。
 大
 江
 匡
衡
に
つ
い
て
は
、
 
江
 吏
部
 集
 
（
群
書
類
従
第
九
 揖
 ）
参
照
  
 

㎎
塩
尻
巻
五
二
、
同
書
巻
五
六
な
ど
参
照
。
他
の
巻
に
も
か
 
れ
の
道
教
に
造
詣
の
ふ
か
か
つ
た
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
 

㎎
亀
沢
開
祖
神
機
 独
妙
祀
師
 年
譜
図
 行
格
 
（
白
隠
和
尚
全
集
 第
一
巻
）
宝
永
七
年
の
条
参
照
。
 

㏄
拙
稿
「
大
庄
図
書
館
厳
道
教
資
料
」
（
 
ビ
 プ
リ
ア
第
一
四
号
 

  

れ
日
本
道
教
学
会
第
八
回
大
会
に
お
け
る
、
水
田
組
入
氏
の
 

コ
長
谷
川
延
年
に
つ
い
て
 
1
 
本
邦
の
一
道
教
信
者
 。
 L
 
と
 題
す
 る
 研
究
発
表
に
よ
る
。
 

桟
 

拙
稿
「
通
券
 楼
 影
印
本
道
蔵
校
勘
 記
｜
 全
真
教
関
係
資
料
 に
 就
い
て
 。
ヒ
 
（
東
方
宗
教
第
一
 0
 号
 ）
参
照
。
私
は
こ
の
ほ
 か
に
な
お
、
約
五
十
冊
 

 
  
 

分
の
校
勘
を
行
っ
た
が
、
そ
の
結
果
は
ま
だ
公
表
し
て
い
な
い
  
 

 
 

 
 

恭
 

こ
れ
ら
の
占
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
庚
申
信
仰
」
一
七
五
 頁
 以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 

ぬ
民
衆
道
教
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
共
の
宗
教
政
策
と
民
 
衆
道
教
」
（
東
洋
文
化
一
一
号
）
、
 
同
 
「
中
国
民
衆
と
民
族
宗
教
 
」
（
天
地
人
三
号
）
、
 

拙
抑
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著
 
「
庚
申
信
仰
」
一
八
 
セ
頁
 以
下
な
ど
を
参
照
。
 

篆
 

民
衆
道
教
と
中
国
人
の
生
活
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
 拙
 き
 
「
道
教
と
中
国
社
会
」
の
序
章
、
お
よ
び
「
庚
申
信
仰
」
 

一
 八
七
頁
以
下
参
照
。
 

t
0
 
 
功
過
格
に
つ
い
て
は
、
酒
井
忠
夫
「
功
過
格
の
研
究
」
（
 
東
 五
宗
教
第
二
、
第
三
号
）
参
照
。
 

符
 

宇
野
円
空
 著
 
「
修
験
道
」
（
日
本
宗
教
大
講
座
）
に
よ
る
。
 

本
書
は
概
説
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
修
験
道
の
研
究
書
と
し
 
て
も
つ
と
も
す
ぐ
れ
た
 

も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
 

%
 
 周
書
四
頁
。
著
者
は
羽
黒
派
の
大
先
達
島
津
伝
道
師
。
 昭
 和
 十
二
年
刊
。
 

鴉
 

小
柳
司
気
太
「
道
教
と
真
言
密
教
と
の
関
係
を
論
じ
て
 修
 ぬ
 道
に
及
ぶ
」
（
東
洋
思
想
の
研
究
所
収
）
に
 

よ
 る
。
 

㎝
 

拾
枕
 集
は
原
本
を
み
る
こ
と
が
で
ぎ
ず
、
や
む
な
く
「
 羽
 黒
派
 修
験
道
提
要
」
三
六
頁
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
文
を
引
用
し
 た
 。
原
本
は
漢
文
で
記
 

る
さ
れ
て
い
る
由
で
あ
る
。
 

綴
本
書
も
原
本
を
み
る
こ
と
が
で
ぎ
ず
、
大
日
本
史
料
第
一
一
 一
編
 ノ
 五
冊
、
慶
長
十
二
年
十
二
月
十
八
日
の
条
に
掲
げ
ら
れ
 ィ
 
」
い
る
文
を
引
用
し
た
。
 

㏄
天
台
修
験
者
北
村
 英
 隆
郎
の
 御
 教
示
に
よ
る
。
 

9
0
 
 
宝
田
正
道
「
修
験
道
発
生
の
風
土
的
背
景
」
（
日
本
仏
教
 史
 学
二
ノ
四
 
Ⅰ
 
同
 
「
全
室
 山
 信
仰
の
伝
説
と
そ
の
思
想
的
展
開
 」
（
日
本
仏
教
史
学
二
 

ノ
 三
）
に
よ
る
。
 

ぬ
 

松
田
寿
男
「
 続
丹
 生
者
」
（
古
代
手
人
 
ノ
 一
、
二
号
）
に
 
ょ
  
 

笘
 

修
験
道
行
者
勤
行
 集
は
 、
宮
家
 準
 君
の
教
示
に
よ
っ
て
 知
 つ
た
。
 

使
 

庚
申
信
仰
と
修
験
道
と
の
関
係
に
つ
か
て
は
、
 註
 Ⅱ
周
書
 

竹
戸
川
 安
章
 「
修
験
道
と
民
俗
」
（
日
本
民
俗
学
大
系
第
八
巻
 

㏄
長
井
政
太
郎
「
出
羽
三
山
」
（
日
本
文
化
風
土
記
第
二
巻
、
 

二
巻
、
三
五
 
0
 頁
 以
下
）
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
 

四
四
一
頁
以
下
参
照
。
 

、
三
四
三
頁
以
下
）
に
よ
る
。
な
お
、
 

同
 
「
羽
黒
山
の
山
伏
」
 

三
四
七
頁
以
下
）
に
よ
る
。
 

（
日
本
文
化
風
上
記
 
第
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カント とプッダ の類似と異質 

思 て い る れ 景 岐 し れ 
索     こ は か に な が 十 標 
に わ わ と 思 ら わ が 二 八 題 
生 れ れ か 怒 気 か ら 千 世 に   
同 が は れ ぶ 遮 。 比年 首 ら   
が ヵ 

さ 一 

        
、 去た 生 の ス 泰 え 

枝 

口 代 

充   比較 思索にわれわの一つ に とほで 一体い 、わ し 一切 む よ う 。 ろ う 

とれお き かれの 、 し化 
し の い な な わ 背多 か そ 

恵 

カ
ン
ト
 と
ブ
ツ
 

ー
 比較
 哲
 グ

の
 類
似
と
 

学
の
 一
 
試
論
 ｜
 異

質
 



        

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
論
で
は
、
そ
れ
に
触
れ
る
 余
裕
は
な
い
。
ご
く
常
識
的
に
、
現
在
の
学
界
一
般
 
で
 承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
 

-
 
つ
 
0
 
）
 

を
 、
ブ
ッ
ダ
の
遺
法
と
し
て
 ぅ
げ
 い
れ
、
そ
れ
に
 
ょ
っ
 て
 、
そ
の
思
想
（
の
一
端
）
を
探
究
し
ょ
う
。
 

「
類
似
」
と
は
、
カ
ン
ト
の
生
ま
れ
た
ケ
ー
 ニ
 ヒ
ス
ベ
ル
 グ
 の
街
が
、
現
在
の
ド
イ
ツ
か
ら
み
れ
ば
北
東
の
国
 東
 プ
ロ
シ
ャ
の
、
そ
の
 

北
東
に
位
置
し
（
現
在
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
属
す
る
 
｜
 と
い
え
 よ
 う
 ）
、
ゴ
ー
タ
マ
・
フ
ッ
 
ダ
 の
誕
生
の
地
ル
ン
ビ
ニ
ー
 
目
 日
ま
 3
 円
 が
 、
現
在
 

の
 イ
ン
ド
の
北
東
の
 カ
ピ
う
ず
ア
ッ
 
ト
ウ
 
木
 a
p
 
ぃ
田
つ
い
 

（
 
d
F
 
由
 、
本
い
口
田
守
 

ぺ
 が
の
日
の
国
の
、
そ
の
北
東
の
位
置
に
あ
 っ
た
 
（
現
在
ほ
ネ
パ
ー
ル
 

領
 に
属
す
る
）
、
な
い
し
は
、
カ
ン
ト
は
 

一
セ
 二
四
年
に
 生
ま
れ
、
八
十
歳
を
も
っ
て
一
八
 0
 四
年
に
世
を
去
り
、
 
ま
た
ブ
ッ
ダ
は
、
そ
の
 

南
北
の
年
代
論
に
約
一
世
紀
の
差
は
あ
る
と
し
て
も
、
 す
 へ
て
の
仏
伝
が
一
致
し
て
、
八
十
歳
に
し
て
ニ
ル
ヴ
ァ
 １
々
 に
 入
ら
れ
た
と
 
伝
 

え
る
、
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
偶
然
的
な
類
似
・
共
通
性
 を
 
い
 う
 の
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
異
質
」
と
は
、
 

ヵ
ン
 ト
が
 革
具
匠
の
子
で
あ
 

り
 、
ブ
ッ
ダ
が
シ
ャ
カ
族
の
太
子
で
あ
っ
た
、
も
し
く
 は
 、
カ
ン
ト
が
み
ず
か
ら
 ぺ
ン
 を
と
っ
て
著
述
し
、
ブ
ッ
 ダ
 は
た
だ
言
葉
と
実
践
 

と
を
も
っ
て
弟
子
を
教
え
た
と
い
う
、
や
は
り
偶
然
的
 な
 相
異
・
異
質
性
を
い
 う
 の
で
は
勿
論
な
い
。
 

（
 
l
 
Ⅰ
）
 

次
に
、
カ
ン
ト
の
著
述
は
問
題
な
い
と
し
て
、
フ
ッ
 ダ
 の
 遺
法
の
研
究
に
は
、
テ
ク
ス
ト
・
ク
リ
テ
ィ
ク
の
面
で
 多
く
の
難
問
が
控
え
 

る 

あ ・ び   
に さ の 

人 P 特 す 

し そ   
と ま 観 い ョ 授 較 努 
の ざ 哲 か l の す カ 
北 ま 学 に 口 業 る す 
較 な に み ッ績 わ る 
に 著 関 ず パ ， ね ね 

負作 すか 八 つ われ     と 
史上大なくな の a の心さ～ にも そ ～～ よ   
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カント とプッダ の類似と異質 

比
較
哲
学
が
「
類
似
」
「
異
質
」
を
問
 う
 に
は
、
そ
れ
 

ぞ
れ
最
も
根
本
的
に
且
 

つ
 鮮
明
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
・
 思
想
が
た
が
い
に
 接
 

 
 

近
し
て
説
く
テ
ー
マ
、
そ
し
て
ま
た
、
 

衝
 突
し
あ
い
・
 
相
い
 容
れ
な
い
問
題
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
・
な
い
。
 

逆
 に
い
え
ば
、
そ
の
選
択
 

さ
れ
た
問
題
が
 、
 二
つ
の
哲
学
・
思
想
の
「
類
似
」
と
 「
異
質
」
と
を
、
深
く
 
扶
 る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
そ
れ
 へ
の
追
究
が
 、
 二
つ
の
 

哲
学
・
思
想
で
は
各
々
独
立
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
 の
を
、
こ
こ
に
そ
の
問
題
の
も
と
に
並
べ
・
比
較
す
る
 @
 
」
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
 

れ
の
特
質
を
、
よ
り
根
本
的
に
且
つ
鮮
明
に
思
索
し
よ
 ぅ
 と
す
る
そ
れ
が
比
較
哲
学
の
試
み
に
賭
け
る
も
の
 の
 問
題
選
択
の
心
 構
 、
。
 

ん
 

な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
比
較
哲
学
者
の
自
戒
を
附
 芸
 
日
 し
ょ
う
、
そ
の
問
題
選
択
に
当
っ
て
 、
 決
し
て
性
急
で
 あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
 
且
 

つ
 奇
を
て
ら
い
、
高
踏
的
な
サ
ロ
ン
談
議
に
堕
し
て
は
な
 し
な
い
。
ま
た
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
単
数
で
は
 な
く
、
常
に
複
 窩
蛛
 で
あ
 

る
，
 」
と
が
望
ま
し
い
。
こ
こ
で
も
、
紙
数
の
許
す
か
ぎ
 り
に
お
い
て
、
（
カ
ン
ト
の
、
フ
ッ
 ダ
 の
全
貌
に
触
れ
 る
こ
と
は
勿
論
で
き
た
 

い
、
ご
く
か
ぎ
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
し
ぼ
ら
れ
る
の
は
や
 む
を
得
な
い
に
し
て
も
）
、
複
数
の
、
し
か
し
単
に
並
列
 的
で
は
な
く
て
、
体
系
 

ぬ
な
 問
題
を
提
起
し
、
そ
れ
を
追
究
し
て
 行
 ぎ
た
 い
 。
 

さ
ら
に
三
目
つ
げ
加
え
よ
う
。
標
題
に
明
ら
か
に
し
て
 い
る
よ
 う
 に
、
こ
こ
で
は
、
「
類
似
と
異
質
」
と
を
と
り
 あ
げ
る
，
そ
れ
は
、
 

こ
 う
 い
う
こ
と
だ
。
「
類
似
」
に
対
応
す
る
術
語
は
「
 
相
 異
 」
で
あ
る
。
し
か
も
私
が
追
究
し
た
い
の
は
、
「
 相
 異
 」
で
は
な
く
て
、
「
 異
 

質
 」
な
の
で
あ
る
。
私
は
、
哲
学
，
思
想
は
そ
の
哲
学
 者
 
・
思
想
家
に
全
く
個
別
的
な
も
の
と
考
え
る
。
た
と
，
 

え
一
つ
の
 イ
 ス
ム
・
主
張
 

学
派
に
総
括
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
な
か
で
の
 単
な
 る
 解
説
者
・
 
エ
 ピ
ゴ
ー
ネ
ン
は
い
ざ
し
ら
ず
、
そ
の
 哲
 学
 
・
思
想
を
説
く
自
覚
 

は
 、
み
ず
か
ら
の
思
索
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
。
 お
 た
か
も
、
「
私
の
体
系
は
カ
ン
ト
の
体
系
以
外
の
も
の
 で
は
な
い
」
と
、
そ
の
 

緒
言
に
明
言
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
知
識
学
 
毛
い
 の
の
の
 

口
お
 下
 p
h
d
 

の
こ
 

ダ
お
 」
を
、
カ
ン
ト
は
 、
公
 げ
の
声
明
（
 一
セ
九
 九
年
八
月
 セ
日
 ）
の
な
か
 

小
 
3
 ）
 

に
 、
「
自
分
を
引
用
す
る
な
ん
ら
の
権
利
を
も
も
た
な
 

・
全
く
 誤
 ま
り
の
体
系
」
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

い
い
か
え
れ
ば
、
 
哲
 @
 
字
 

 
 
 
 

思
想
に
、
「
類
似
」
は
見
出
さ
れ
て
も
、
同
質
・
等
質
 は
 決
し
て
存
在
し
な
い
、
且
つ
「
相
異
」
は
、
と
く
に
 比
較
哲
学
で
は
、
「
 異
 

㈹
 

質
 」
の
追
究
に
ま
で
高
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 以
 下
 、
ま
ず
最
初
に
二
・
三
の
「
類
似
」
を
、
そ
し
て
 終
 り
に
「
異
質
」
を
探
っ
 
訂
 



                ""   """" Ⅱ 

此
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
 

/
 ギ
リ
シ
ャ
 
諦
 井
沢
Ⅱ
孔
子
 
ノ
 シ
ナ
 
脆
弁
派
 
。
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
 

表
 現
す
る
、
 
S
 ノ
 S
n
c
 

ノ
 C
 
」
を
、
紹
介
し
批
判
し
た
な
か
で
、
「
比
例
式
の
（
 

2
 ）
 

等
号
に
関
し
て
…
 卒
 し
い
と
は
、
同
一
な
の
か
、
類
似
 

な
の
か
（
ど
の
程
度
の
 

「
そ
の
（
比
較
哲
学
の
）
原
理
は
類
推
目
凹
。
 住
 の
で
あ
り
、
数
学
の
い
わ
ゆ
る
比
例
に
し
た
が
っ
て
 
推
 諭
 す
る
 

r
a
 

ず
 。
コ
ロ
空
こ
 

（
・
 

ユ
 ）
 

と
で
あ
り
、
即
ち
、
 
A
 対
 B
 は
 Y
 対
 Z
 に
等
し
い
と
い
 
ぅ
二
 比
率
間
の
等
号
に
し
た
が
っ
て
推
論
が
な
さ
れ
る
」
 「
た
と
え
ば
、
次
の
類
 

1
 
カ
ン
ト
の
著
述
は
、
す
べ
て
の
 

カ
ソ
ト
 

解
説
書
・
翻
訳
が
 

そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
、
 

ホ
ウ
ニ
性
 

・
㌧
「
 

e
u
 

ゆ
 
ず
り
 

オ
 
の
 
ト
オ
り
驚
ヨ
ざ
 

&
 
の
 
（
 
毛
 
@
 
の
 
m
 
の
コ
 

の
り
す
 

い
 
（
（
 

 
 

 
 

 
 

前
述
の
「
比
較
哲
学
の
途
」
と
い
う
小
論
に
 

、
 
私
は
 

、
 
マ
ッ
 

ソ
ン
・
ウ
ル
セ
ル
 

目
 
P
 
の
の
。
 

臣
 
@
0
 

偉
 
Ⅰ
の
の
 

コ
 
が
提
案
し
 

た
 
比
較
哲
学
の
方
法
 

 
 1

 
㏄
 

 
 

 
 

 
  

 

て
 行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
 

    
  
  



  

 
 

 
 

  

 
 

瞳
 

ン とプソダ の類似と異質 

ィ ろ 

く 続 亮 二 あ 
ぎ ッ る 

Ⅰ ｜ 

れ 

  、 ど七 

Ⅱ コ ㍉ 

汁年 

ダ る 
ケナ し 

先 
ノ ア 一 丁 ダ を 

し ら 万   コ コ 聞   
ゆの目 に 

イ ー ム 

統 
を 
誇 
  

い 

ヰブ ヒ 

6% 

林ハ 「 
我   
53 ( Ⅰ 89) 

た
 肖
像
画
の
主
ル
ソ
ー
の
人
間
本
性
（
自
然
宗
教
）
の
 

 
 

 
 

類
似
な
の
か
）
、
ま
た
そ
れ
は
ど
の
点
に
お
い
て
そ
う
な
 の
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
何
処
ま
で
敷
桁
さ
れ
得
る
か
、
 な
ビ
 も
示
さ
れ
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
、
（
 

3
 ）
云
々
」
と
述
べ
た
。
い
ま
こ
の
方
法
を
 、
 カ
ン
ト
と
ゴ
ー
タ
マ
・
 ブ
ク
ダ
 に
適
用
し
て
み
よ
う
。
 

カ
ン
ト
の
思
索
に
 、
 デ
カ
ル
ト
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
を
経
て
 -
 
フ
ィ
ズ
ニ
ッ
ツ
Ⅱ
ヴ
ォ
ル
 フ
 に
至
る
い
わ
ゆ
る
大
陸
の
合
 理
論
 
授
の
 
（
 
ぃ
申
 
コ
田
 
げ
 1
 

ヨ
巳
 （
Ⅱ
独
断
論
 し
 0
 ㎎
日
の
曲
の
日
 

拮
 ）
と
、
そ
の
「
独
断
 の
夢
を
破
っ
た
」
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
験
論
目
口
 柚
 Ⅰ
田
の
日
 

絹
の
 
（
 Ⅱ
懐
疑
 払
 
柵
の
方
の
 

で
 曲
 れ
い
 
の
Ⅱ
 

日
 二
の
）
と
、
そ
し
て
カ
ン
ト
の
厳
し
い
日
課
で
あ
っ
た
 散
歩
を
た
。
だ
一
度
だ
 
け
 狂
わ
せ
、
ま
た
そ
の
簡
素
な
 圭
 ロ
 
斎
に
た
だ
一
 つ
 飾
ら
れ
 



  

の
 、
さ
ら
に
出
家
以
前
か
ら
の
思
索
の
成
果
で
あ
る
こ
 と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
当
然
思
い
を
致
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

ッ
ダ
 の
こ
の
さ
と
り
に
、
 
無
師
独
 悟
の
自
覚
が
は
っ
き
り
 と
 浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
、
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

ち
 初
転
法
輪
に
向
 ぅ
 ベ
ナ
レ
ス
（
パ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
け
 
り
 「
 
目
コ
い
の
 

i
 、
カ
ー
シ
 
バ
ゅ
 
の
 
@
 
）
へ
の
途
上
、
ア
ー
ジ
ー
ヴ
ィ
 

カ
 

カ
ロ
づ
 が
 ガ
 が
の
問
い
に
、
フ
ッ
 ダ
 は
答
え
て
い
 
う
 。
 

「
わ
れ
は
一
切
勝
者
の
芋
 す
 卸
 す
 ぽ
か
 
ヴ
 甘
口
一
切
智
者
の
き
 ヴ
 a
 つ
い
ら
 

由
で
あ
る
。
 

一
切
の
法
に
汚
さ
れ
て
い
な
い
。
 

す
べ
て
を
捨
て
て
、
愛
執
 寸
せ
ゴ
 ㎝
が
尽
き
て
、
解
脱
し
 て
い
る
。
 

み
ず
か
ら
さ
と
っ
た
の
曲
ぜ
が
 田
曲
ヴ
 ぽ
か
 
戊
戊
 
倒
せ
の
な
ら
ば
、
 誰
 な
 
（
 師
と
 ）
 名
 ざ
す
で
あ
ろ
う
か
。
 

わ
れ
に
は
師
は
存
在
し
な
い
き
 
日
 0
%
 銭
ぜ
 

o
p
 

年
呂
 ・
わ
れ
に
似
た
る
者
は
存
在
し
な
い
の
 p
&
 
い
 
の
 0
 日
の
 

神
を
含
め
た
世
界
の
う
ち
に
、
わ
れ
に
匹
敵
し
得
る
も
 の
は
存
在
し
な
い
。
 

ま
た
わ
れ
わ
れ
は
、
 
ブ
 

た
と
え
ば
、
成
道
の
の
 

卜
 ）
 
u
v
 
ぃ
村
簿
 
教
徒
の
 
ウ
パ
 

下
が
ま
）
ぢ
曲
の
 

れ
ら
の
不
満
と
別
れ
、
み
ず
か
ら
苦
行
を
重
ね
て
の
 六
 年
 
（
な
い
し
 セ
年
 ）
の
黙
考
が
あ
る
。
そ
の
あ
と
苦
行
を
 捨
て
た
の
ち
の
成
道
の
 

（
 
皿
 ）
 

場
面
が
、
あ
る
い
は
突
如
と
し
て
仏
伝
に
展
開
す
る
と
 し
て
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
さ
と
り
が
、
森
林
に
 ひ
と
り
坐
し
て
の
求
道
 

一
如
」
の
形
而
上
学
を
 う
 ち
た
て
た
ヴ
ェ
ー
ダ
Ⅱ
 ウ
パ
一
 一
 シ
ャ
ッ
 ド
 の
思
想
と
・
一
方
に
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
 六
 師
 
に
代
表
さ
れ
る
唯
物
 

（
 
9
 ）
 

論
 、
感
覚
主
義
、
懐
疑
論
、
不
可
知
論
、
決
定
論
、
敬
 虔
 主
義
な
ど
を
除
外
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
そ
の
あ
 る
い
は
 大
 ぎ
く
、
あ
る
 

い
は
激
し
く
、
あ
る
い
は
深
く
揺
れ
動
く
思
想
の
激
流
に
 身
を
置
い
た
ブ
ッ
ダ
に
、
思
索
の
長
い
苦
難
の
径
が
あ
 っ
 た
こ
と
は
、
後
世
 プ
 

ッ
ダ
 を
法
身
Ⅰ
 ま
 日色
 3
%
 
 に
ま
で
高
め
る
も
の
ま
 で
 含
め
て
、
 
す
 。
へ
て
の
仏
伝
が
一
致
し
て
物
語
る
と
こ
 
ろ
で
あ
る
。
二
十
九
歳
 

の
 出
家
そ
れ
は
、
 
ブ
ヅ
ダ
 の
思
索
が
二
十
九
歳
の
 と
き
に
 始
 っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決
し
て
 
な
く
て
、
通
日
 倒
 「
 
ゅ
 a
.
 

日
が
 ㎎
㎎
が
へ
の
厳
し
い
思
索
が
、
出
家
へ
と
ブ
ッ
ダ
を
 

踏
 み
 切
ら
せ
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
続
い
て
、
ブ
ッ
 ダ
の
 遍
歴
は
、
ア
ー
ク
 

｜
ラ
 
・
カ
ー
ラ
ー
マ
 
ト
 ～
 
囲
 Ⅱ
曲
木
目
 
団
づ
目
い
 
、
ウ
ッ
ダ
 カ
 

ラ
ー
マ
 フ
ッ
タ
 C
 由
年
 
が
甘
が
 刃
 凶
日
が
 
つ
目
臣
 
曲
な
ど
の
 師
 
へ
の
探
究
、
そ
し
て
そ
 

(1 ㏄ ) 54 



  

  

，ぬ 

な
お
・
中
村
教
授
は
、
説
法
を
勧
請
し
た
梵
天
に
対
す
 る
 ブ
ッ
ダ
の
 答
 
（
ガ
ー
タ
ー
）
を
あ
げ
て
、
「
あ
ま
ね
く
 人
 々

に
対
し
て
教
え
を
 

（
 
2
 
l
 
Ⅰ
 ）
 

説
く
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
イ
ン
ド
と
し
て
は
ま
こ
 と
に
未
曾
有
の
こ
と
で
あ
っ
た
し
と
、
指
摘
さ
れ
る
。
 

襄
 

Ⅰ
 
い
 Ⅰ
㌧
牙
音
も
め
 
ミ
 き
心
心
（
 
っ
 き
も
さ
 
ド
卜
 
e
.
 ㌧
 ぃ
 「
 ざ
ト
 の
 め
び
 
・
 づ
 ・
 
い
の
 

2
@
 
ヴ
 @
 
卸
 ・
Ⅰ
・
㏄
 

け
 

3
 
 
口
理
想
 L
 二
五
五
号
、
 
セ
 四
ぺ
ー
ジ
。
 

4
 
 山
崎
正
一
教
授
 五
 カ
ン
ト
の
哲
学
１
人
後
進
国
の
優
位
Ⅴ
 l
L
 （
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
七
年
）
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
 と ル
ソ
ー
の
 巳
 想
を
先
進
 

国
 の
そ
れ
、
と
指
定
さ
れ
る
（
 六
 、
二
 0
 ぺ
 ー
 ジ
な
ど
）
。
 な
 お
 同
教
授
は
 
、
 「
カ
ン
ト
 か
 眼
前
に
し
て
い
た
も
の
は
、
ま
ず
 第
一
に
、
後
進
国
 ド
 

イ
 ソ
 に
お
け
る
封
建
的
保
守
勢
力
を
基
盤
と
す
る
 
ル
ソ
 タ
１
 教
 会
の
 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
ス
コ
ラ
神
字
的
正
統
派
思
想
で
あ
 り
 、
第
二
に
は
、
 
後
 

造
国
ド
イ
ツ
の
近
代
化
の
中
心
的
推
進
力
で
あ
り
得
た
か
ぎ
り
 
に
お
け
る
領
邦
国
家
的
絶
対
主
義
権
力
を
基
盤
と
す
る
ラ
イ
 /
 ニ
ッ
ツ
Ⅱ
ヴ
ォ
ル
 

フ
 哲
学
で
あ
り
、
第
三
に
は
、
当
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
 
近
 低
化
の
主
体
た
る
 へ
ぎ
 中
産
的
直
接
生
産
者
階
層
を
基
盤
と
す
 る
 ド
イ
ツ
敬
虔
主
義
 

㌧
 鰍
 （
ず
ヨ
括
で
あ
り
、
さ
ら
に
こ
れ
に
第
四
の
重
要
な
も
の
と
 し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
発
し
、
ま
た
 ブ
 ラ
 ソ
ス
 を
介
し
て
導
入
せ
 ら
れ
た
新
興
市
民
 階
 

層
の
経
験
主
義
的
人
間
学
が
加
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
四
の
 も
の
は
、
通
例
、
カ
ン
ト
に
対
す
る
ミ
ュ
ー
ト
ン
、
ヒ
ュ
ー
ム
 

 
 

し
て
指
摘
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
 六
ぺ
｜
 ジ
 ）
と
、
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
 

5
%
e
r
 宙
の
「
・
㏄
Ⅰ
 

む
 ㍉
 壷
註
い
 ま
「
㏄
 へ
憶
 Ⅰ
も
 
へ
 ま
さ
吋
も
め
「
日
当
 

ま
 ま
 Ⅰ
 さ
 ㌣
 簸
 ～
）
Ⅱ
の
中
 

｜
 こ
れ
を
、
私
は
高
坂
 正
 顕
教
授
㍉
カ
ン
ト
 b
 （
西
哲
叢
書
、
弘
文
 

重
書
房
、
一
九
三
九
年
）
 

九
｜
一
 0
 ぺ
 l
 ジ
か
ら
借
用
し
た
。
 

6
 
本
 ぃ
コ
田
 
・
の
 
巾
 Ⅱ
 ざ
 （
 
毛
 m
n
 

二
の
目
口
 

麓
コ
 
Ⅰ
 ゲ
之
 Ⅰ
い
つ
 切
 １
や
 臣
 の
 下
 へ
ず
 
（
ぎ
コ
の
 ハ
 「
せ
 
0
-
 ゴ
 下
口
や
 ト
ベ
 
㏄
㏄
（
 
い
ド
コ
 
ら
お
・
雙
の
㏄
㏄
）
・
 

之
 プ
 0
6
 
の
 1
,
 
下
下
 ワ
ミ
 
0
 の
の
の
 

 
 

ヰ
ミ
 
。
 コ
由
 
e
-
 

の
の
 

0
 す
ロ
 
・
 ト
の
 
・
戸
ロ
 
め
 ・
 ト
 Ⅱ
㏄
㏄
（
ぎ
田
・
の
・
㏄
 

肚
り
 
）
 

1
9
1
 

 
 

7
 
 こ
こ
の
引
用
で
明
ら
か
な
よ
 う
 に
、
方
法
論
の
宣
言
そ
の
 も
の
は
、
一
七
八
七
年
の
第
二
版
 て
 明
言
さ
れ
る
。
 

8
 

そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
コ
ペ
ル
ミ
ク
ス
 約
 転
回
木
ミ
 ろ
目
 ぎ
ヰ
呂
お
汗
旧
盤
ぎ
穏
 己
と
呼
ば
れ
る
。
岩
崎
教
授
の
上
掲
 書
は
 、
こ
の
点
を
カ
ン
 
鯛
 

カント とプ，ダの 類似と異質 

わ
れ
は
唯
一
な
る
正
覚
者
で
あ
る
。
わ
れ
は
清
浄
・
 

寂
 城
田
 ヴ
ヴ
仁
 

汀
を
得
て
し
る
」
 

、
り
 
（
 
l
 ）
 

わ
れ
こ
そ
、
世
間
に
お
い
て
尊
敬
さ
れ
る
べ
 き
人
 （
 ァ
 
-
 
フ
カ
 ン
 ）
で
あ
る
。
わ
れ
は
無
上
の
師
 お
臣
ギ
 倒
の
臣
佳
ヰ
（
 曲
 「
 
0
 
 で
あ
る
。
 

 
 



          Ⅰ 

カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、
「
内
容
な
ぎ
思
惟
は
空
虚
で
あ
り
 、
概
念
な
ぎ
直
観
は
盲
目
で
あ
る
の
の
宙
の
コ
 

カ
 の
 コ
 0
 す
コ
 
の
 Ⅰ
 
臣
 ぽ
 か
 臣
の
 ド
コ
隼
 
-
 
の
の
Ⅰ
 

"
 

ナ
コ
 
の
の
 
ア
 が
 
/
 目
口
ゆ
の
 

目
 0
 ゴ
 目
 0
 
 
頭
 0
 
Ⅱ
～
時
の
の
～
二
色
 

幅
 

す
由
臣
宙
 

」
（
 口
 ・
 
づ
 
0
 
）
の
有
名
な
句
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
 
直
観
 笘
コ
の
 

c
 は
窪
あ
ロ
す
 

る
 感
性
の
 ぃ
コ
巳
 
げ
す
 
ガ
 の
 ま
 と
思
惟
 ヰ
 
9
 詩
の
 
コ
 す
る
悟
性
 
づ
の
 
Ⅱ
 
降
 ㏄
 コ
 ら
と
の
一
一
一
万
 

｜
 一
一
つ
の
能
力
づ
 
簗
日
む
 
㎎
の
 
コ
 の
上
に
成
立
す
る
。
 し
 

か
も
対
象
は
、
物
自
体
し
 ぽ
 的
が
臣
の
～
の
 

ぽ
 と
し
て
で
は
 な
く
て
、
現
象
 田
 （
の
 
ま
 ち
ぎ
 目
コ
 
的
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
 の
 ・
経
験
 已
 「
Ⅱ
 
曲
は
ペ
 

目
コ
 
鍍
 

ぽ
 と
り
い
れ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
概
念
に
 よ
 る
認
識
 日
 （
 
柑
 0
 ロ
 ロ
 汀
が
と
は
、
即
ち
判
断
口
 
ぺ
汀
 
二
で
あ
り
、
判
断
に
 お
 げ
る
「
統
一
の
機
能
 

弓
 目
口
 
叶
む
 
0
 コ
の
コ
由
 
e
r
 
 
巳
ぎ
ゴ
 
の
ぎ
」
（
 
め
，
 
0
 
月
）
は
、
カ
テ
 
。
コ
リ
ー
の
体
系
を
発
見
し
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
 よ
 っ
て
始
め
て
対
象
一
般
 

の
の
 
抽
 
0
 目
の
圧
が
 

コ
 山
岸
 ヴ
 e
 Ⅱ
 
ゴ
が
 
屯
せ
 
ダ
 の
の
㎏
 
0
 口
器
 
曲
臣
コ
 
0
 
 
ロ
 ヴ
 の
Ⅱ
 
ゴ
 が
串
津
 （
 
ロ
 ・
）
 
N
 
の
・
（
 

め
の
 
）
が
可
能
に
な
る
 0
 そ
し
て
そ
れ
と
 と
も
に
、
カ
テ
コ
リ
ー
 

み
ず
か
ら
が
可
能
と
な
る
。
 

フ
ッ
ダ
 は
と
く
に
認
識
論
を
説
い
て
は
い
な
い
。
 
こ
 @
 
」
に
は
、
ブ
ッ
ダ
の
五
 %
 
お
よ
び
 六
 処
の
説
を
と
り
あ
 げ
て
み
よ
う
。
玉
繭
 

ガ
す
 
が
 コ
宙
ヰ
 
倒
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
中
村
元
教
授
は
 

（
 
@
 ）
 、
 色
 Ⅱ
其
達
 
｜
 感
覚
的
物
質
的
な
る
も
の
一
般
、
受
 
お
 宙
 曲
目
 
ゅ
｜
 意
識
の
う
ち
に
 

な
い
。
と
も
に
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
実
践
面
を
指
し
て
い
る
。
 

 
 

㏄
「
苦
行
を
す
て
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
（
か
な
り
遅
い
 
編
纂
に
か
か
る
パ
ー
リ
 文
 Ⅱ
 

目
 目
面
 の
 p
n
n
 
ヰ
申
の
 三
寸
，
 
目
之
 
と
 
や
 N
p
 
～
）
新
し
い
 層
 

 
 

に
な
っ
て
始
め
て
詳
し
く
出
て
来
る
。
」
（
中
村
教
授
、
上
掲
 

書
 

一
 0
 
八
｜
 九
ぺ
ー
ジ
、
傍
点
原
著
。
）
 

Ⅱ
Ⅱ
 
呂
ト
乙
 ・
 w
 、
 b
.
 

Ⅱ
Ⅱ
 

ト
 ハ
目
・
，
メ
ト
 

ぎ
ぃ
セ
ぃ
 ）
。
 
ワ
 ㏄
 ひ
の
 

は
 

中
村
教
授
、
上
掲
 書
 、
一
二
 0
 ぺ
ー
ジ
。
 

一
 一
 

擁
 し
及
び
「
道
徳
観
の
転
換
」
を
、
見
事
に
探
り
出
し
て
い
る
  
 

 
 

9
 
 

「
敬
虔
主
義
」
と
い
う
言
葉
を
 
、
 私
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
便
 局
 し
た
が
、
あ
る
い
は
「
厳
粛
主
義
力
石
 0
 「
ず
ヨ
 三
 二
と
い
っ
 た
 方
が
 よ
い
 か
も
し
れ
 

ぴ
 

ト
 
に
お
い
て
非
常
に
高
く
評
価
し
、
む
し
ろ
そ
の
認
識
論
的
立
 観
 主
義
を
捨
て
て
、
「
人
間
的
哲
学
の
創
設
者
」
カ
ン
ト
に
お
 け
る
「
真
理
 
観
 の
 転
 

㏄
 

  

  

    



  

  
  

  
  
  
  

 
 

 
 

わ
れ
た
分
類
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
し
か
に
一
つ
 
の
 カ
テ
ゴ
リ
ー
の
表
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
カ
ン
ト
の
 説
く
判
断
と
対
応
す
る
 カ
 テ
コ
リ
ー
 

 
 
 
 

 
 

的
な
必
然
的
な
認
識
論
を
め
ぎ
し
た
第
一
批
判
に
お
 け
 る
 哲
学
者
カ
ン
ト
と
、
実
践
 
u
 

 
 

を
 設
け
た
宗
教
者
ブ
ッ
ダ
と
の
、
質
の
相
異
が
見
ら
れ
 る
で
あ
ろ
う
。
 

 
  

 

質
 

異
 て
は
な
か
ろ
う
か
。
 

如
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
説
か
れ
た
五
 

雛
 

め
と
 

な
お
一
言
っ
 

げ
 
加
え
る
な
ら
ば
、
ブ
ッ
ダ
の
認
識
 

%
 
 
 

 
 

ト
の
 
「
思
惟
す
る
悟
性
」
と
の
パ
ラ
レ
ル
を
見
出
し
得
 
る
な
ら
 ぱ
、
受
と
 
想
と
は
、
カ
ン
ト
の
「
直
観
す
る
感
性
 」
に
比
較
さ
れ
得
る
の
 

 
 

      

が が い 六 そ し 舌   ど 

で受る処 ぎ 以 。 説が れて調香六の 、 ・・延宝 
ょ 下 わ で 感 大 身 味 は 義 
ぅ と れ明 堂 処 裁   と 

。 の わ ら さ と   触 い ほ 
も 相 れ か れ正 意   5 ケー ま 。 
し 関 の な る 繭調 法 ま 等 
も に 経 よ 六 の の の で し 
五 あ 験 う つ 説 六 六 も い   
と の 拠 り 分てわ目 鼻 

、 も は あ げ い の 註   舌 ・身 大 処説 のを火 成立し つかっ られて るが、 十二 る が コゅコ円 

のいなて のたいい                                 

    
て     

 
 

意
識
の
う
ち
に
像
を
構
成
す
る
こ
と
、
行
の
帥
 

コ
斤
ゴ
ゅ
あ
 

 
 

威
力
、
誠
セ
観
取
付
 

ゅ
が
 
１
対
象
を
そ
れ
ぞ
れ
区
別
し
て
 

認
 裁
 す
る
作
用
、
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
水
野
弘
元
教
 

ぽ
 ，
舟
橋
一
哉
教
授
な
 



      
    "" 祇 

 
 

カ
ン
ト
と
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
類
似
は
、
両
者
が
と
 も
に
従
来
の
形
而
上
学
を
否
定
し
た
こ
と
に
、
一
つ
の
 山
 を
 見
出
す
と
い
え
よ
 

四 

 
  

 

註
 

1
 
 中
村
元
教
授
㍉
イ
ン
ド
思
想
史
 L
 岩
波
全
書
、
一
九
五
六
 年
 、
五
 セ
 ペ
ー
ジ
。
 

 
 

2
 
 水
野
弘
元
教
授
同
原
始
仏
教
」
サ
ー
ジ
叢
書
、
平
楽
手
書
 店
 、
一
九
五
六
年
、
一
一
八
ぺ
 ー
 ジ
に
は
、
「
色
は
物
質
と
し
 て
の
肉
体
、
受
は
苦
楽
㈹
 

な
ど
の
感
受
作
用
、
想
は
概
念
表
象
の
取
儀
作
用
ま
た
は
心
像
 、
 行
は
意
思
作
用
そ
の
他
の
精
神
作
用
、
識
は
認
識
判
断
の
意
 試
作
用
」
と
説
明
さ
 

れ
る
。
 

3
 
 舟
橋
一
哉
教
授
㍉
原
始
仏
教
思
想
の
研
究
 ｜
 縁
起
の
構
造
 と
そ
の
実
践
 
L
 法
蔵
 館
 、
改
訂
三
 
板
 、
一
九
六
三
年
、
三
一
 

ぺ
 ｜
ジ
註
 1
 
。
な
お
教
授
 

は
 、
「
五
箱
の
一
一
に
つ
い
て
は
、
そ
の
 意
軸
ナ
 
か
な
り
明
確
 
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
（
二
三
ぺ
 

ー
 ジ
）
と
い
わ
れ
る
。
 

五
 緯
の
説
明
に
当
 

っ
て
は
、
 故
 和
辻
哲
郎
博
士
㍉
原
始
仏
教
の
文
政
哲
学
 L
 が
 非
 常
に
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
を
、
見
逃
す
こ
と
は
 で
き
な
い
（
和
辻
 哲
 

郎
 全
集
、
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
、
一
二
一
 ぺ
｜
 ジ
 以
下
）
。
た
だ
博
士
の
「
 
法
 」
に
関
す
る
孝
ぇ
か
た
に
つ
い
て
 、
 私
に
は
異
論
が
あ
 

る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
は
、
そ
れ
に
論
及
す
る
ス
ペ
ー
ス
は
な
 い
 。
博
モ
 
の
 五
 %
 
の
一
一
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
中
村
教
授
 
の
そ
れ
と
非
常
に
近
 

い
 "
 ま
た
最
近
の
外
国
の
学
者
の
説
の
一
例
と
し
て
、
グ
ラ
ー
 ゼ
 ナ
ッ
プ
教
授
の
そ
れ
を
次
に
掲
げ
よ
う
、
（
そ
れ
は
か
つ
て
 和
辻
博
士
が
紹
介
さ
 

ね
 た
オ
ル
デ
ン
ペ
ル
 
ヒ
 、
リ
ス
・
デ
ヴ
ィ
 
ヅ
 、
ザ
イ
デ
ン
シ
ュ
 
テ
ィ
ッ
カ
ー
の
そ
れ
ら
と
は
、
か
な
り
隔
た
る
）
。
わ
田
㌧
 

P
 
由
 の
の
木
の
（
㌧
 
ゅ
ユ
ざ
ゴ
 
の
 一
 

六
 ㏄
 簿
 Ⅰ
さ
 
w
-
0
e
 宝
す
討
つ
 0
 コ
 Ⅰ
Ⅰ
 
簗
け
コ
 年
日
 コ
 こ
 %
 
一
め
Ⅰ
 さ
 Ⅰ
 さ
田
 
・
 旧
ド
 ア
「
コ
 
0
 ア
ヨ
 年
コ
的
の
 

コ
亡
コ
 申
せ
 

0
q
 

の
（
の
 

目
仁
 
コ
 %
 め
コ
 の
 0
 毛
ず
宙
い
 の
 せ
の
ぺ
ヨ
び
 

帳
の
 
コ
 ・
 a
 ざ
 

旧
 い
す
「
の
の
 

コ
 0
 ヨ
ヨ
 の
 コ
 の
 コ
 す
い
 
ミ
 ・
 せ
 0
 「
的
の
海
 

臼
 -
 
汀
コ
 の
の
内
の
 

コ
 の
（
 
曲
コ
ら
 
の
ぺ
 0
 コ
の
 
-
 
コ
 八
二
口
 
e
 Ⅱ
 い
 け
目
二
 %
 
り
 Ⅱ
の
り
 

す
臼
し
 
の
コ
一
助
Ⅰ
さ
め
か
 

対
 Ⅰ
Ⅰ
・
 
づ
コ
 の
 す
 左
 Ⅱ
 
%
 安
の
一
穴
ミ
ミ
目
さ
 

R
.
 

あ
 ぎ
の
の
暖
の
毛
目
ゆ
（
 

お
ぎ
 
0
 ゴ
コ
 
の
ニ
オ
 巴
 （
・
（
哀
史
 

ヨ
目
 （
下
せ
 
0
 コ
 0
%
 お
 コ
ぃ
で
 
つ
 ・
む
む
 わ
鸞
 ～
な
っ
 
ざ
ぬ
さ
 Ⅰ
 さ
輯
ぎ
奉
 
タ
卜
 毘
 お
ら
 木
乙
コ
の
 
（
 べ
 0
 Ⅱ
 -
 
の
 ㏄
の
神
 
臣
 片
ヰ
 
幅
ぃ
 
Ⅱ
 田
一
 

田
つ
 
卜
 ㏄
 、
 Ⅰ
の
り
り
・
）
 

4
 
 そ
れ
に
関
し
て
、
和
辻
博
士
、
上
掲
 書
 、
一
二
四
 
｜
五
ぺ
 
l
 ジ
に
 詳
し
い
紹
介
が
あ
る
。
 

5
 
 合
 倉
 日
照
教
授
㍉
印
度
古
代
精
神
史
 卜
 （
岩
波
書
店
、
一
九
 
三
九
年
）
は
、
 
五
 細
説
に
関
し
て
「
第
一
は
仏
教
全
体
に
対
す
 る
そ
の
意
味
」
「
第
一
一
 

は
 外
教
に
対
す
る
そ
の
独
創
性
」
を
明
ら
か
に
し
（
三
八
 0
 ｜
 三
八
九
 ぺ
 「
 ジ
 ）
、
「
形
式
内
容
の
執
れ
の
方
面
か
ら
見
て
も
、
 

五
組
 説
が
 仏
教
の
基
 

本
 的
立
場
」
で
あ
る
こ
と
を
 調
 っ
て
お
ら
れ
る
。
 



  

ナ
臣
 

う
 。
そ
れ
を
こ
こ
に
比
較
し
て
み
よ
う
。
 

哲
学
者
カ
ン
ト
が
従
来
の
形
而
上
学
の
破
壊
者
で
あ
る
 

ナ
、
 

、
、
 

し
と
は
、
そ
れ
が
よ
っ
て
立
つ
根
拠
で
あ
る
理
性
、
並
び
 に
そ
の
論
理
を
 、
あ
 

ま
す
と
こ
ろ
な
く
批
判
し
尽
く
し
た
第
一
批
判
の
「
 先
 験
的
 弁
証
論
（
 

r
a
 

口
の
 

z
e
 

口
ま
厨
村
 
し
ざ
 討
ガ
痔
 」
に
負
っ
 て
い
る
。
即
ち
、
そ
の
 

所
論
に
 ょ
 れ
ば
、
理
性
 づ
 。
日
日
東
 は
 、
悟
性
に
 よ
 る
 認
識
に
統
一
を
与
え
る
、
即
ち
統
制
的
使
用
（
の
 の
帝
団
拝
 

ピ
ペ
 
e
 （
の
の
 
す
 Ⅰ
曲
目
の
 

ゴ
 の
 屋
圧
 

に
肖
 る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
悟
性
の
場
 合
 に
お
け
る
よ
 う
 に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
を
構
成
す
 る
、
 即
ち
構
成
的
使
用
 

汀
コ
の
 
ヰ
日
立
志
（
の
の
 
サ
 Ⅱ
 浅
 き
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
 
に
も
拘
ら
ず
・
み
ず
か
ら
そ
の
不
可
能
を
の
り
こ
 え
よ
う
 と
す
る
。
即
ち
、
い
わ
 

ば
 原
理
の
能
力
守
 り
 づ
印
Ⅱ
 
あ
軸
目
 耳
目
㌧
曲
馬
Ⅰ
 
づ
 ～
の
 
コ
 
（
 
口
 ・
 
ひ
 
ひ
の
）
で
あ
る
理
性
は
、
現
象
界
の
理
性
的
統
一
往
 
の
づ
 0
 Ⅱ
 
コ
 ロ
ロ
 
片
 
市
田
 
コ
は
 
の
 ヰ
 

ら
需
己
 Ⅰ
の
の
牙
山
コ
ロ
 

口
ゆ
の
コ
 
（
 
口
 ・
 
ひ
め
ひ
 

）
を
与
え
ん
が
た
め
 に
 、
悟
性
の
果
し
た
判
断
の
一
般
的
制
約
を
求
め
、
さ
ら
 に
そ
の
制
約
の
制
約
を
 

求
め
て
、
つ
い
に
絶
対
に
無
制
約
的
な
る
も
の
 
由
 P
 の
 目
 コ
ロ
の
Ⅰ
 

プ
 韓
の
（
ぎ
ざ
・
）
に
ま
で
到
達
し
ょ
う
と
す
る
。
 
し
か
し
そ
れ
は
、
決
し
 

て
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
範
囲
に
は
見
出
さ
れ
ず
、
永
遠
 
に
た
だ
理
念
円
仁
の
の
と
し
て
止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
い
 0
 だ
が
、
こ
こ
に
、
 

理
念
の
、
そ
し
て
理
性
の
不
可
避
の
迷
妄
が
自
然
に
生
 
ま
れ
、
空
し
い
放
浪
が
始
ま
る
。
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
 理
性
は
 、
 課
せ
ら
れ
た
 

が
由
 
H
m
 

の
お
 

汀
コ
 理
念
を
、
あ
た
か
も
与
え
ら
れ
た
的
の
的
の
 

ヴ
 の
口
か
に
想
定
し
、
そ
の
無
制
約
者
を
実
在
的
な
る
も
 の
と
考
え
る
こ
と
に
よ
 

っ
て
、
経
験
の
範
囲
を
こ
え
て
出
て
、
い
わ
ゆ
る
先
験
的
 仮
象
（
 臣
巳
お
 巳
の
 コ
 （
 
田
 武
の
の
す
の
ぎ
を
生
み
出
す
（
 
口
 び
の
 
下
 
）
 か
 
り
で
あ
る
。
 

頭
 

カ
ン
ト
は
、
理
性
の
先
験
的
仮
象
を
二
種
に
分
 
か
 つ
 。
第
一
は
、
思
惟
す
る
主
観
に
関
し
て
考
え
ら
れ
た
 無
制
約
者
 ｜
 絶
対
的
な
る
 主
 

 
 

雛
体
 と
し
て
の
霊
魂
 ぎ
 音
の
理
念
、
第
二
は
 、
現
 家
 に
関
 -
 
し
 て
考
え
ら
れ
た
無
制
約
者
 ｜
 絶
対
的
な
る
 客
 休
 と
し
て
の
世
界
 ヨ
 「
 
缶
ヰ
の
 

ゆ
 
理
念
、
第
三
は
、
そ
の
 ょ
う
 な
主
体
的
お
よ
び
 
客
 体
 的
な
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
存
在
 
ヨ
 こ
の
の
 

コ
 が
 =
e
r
 
ヨ
こ
 の
の
 
コ
 
G
.
 

の
の
め
）
と
し
て
の
神
 

わ
の
呂
の
理
念
で
あ
る
。
従
来
の
形
而
上
学
は
 、
す
 へ
て
以
上
の
理
念
に
も
と
づ
い
て
生
ま
れ
た
が
、
そ
れ
 は
 実
は
、
絶
対
的
全
体
 守
の
 

Ⅱ
 

い
す
 
の
 
0
 三
 汀
の
曲
目
 
い
 
の
（
 口
 ・
の
の
の
）
を
求
め
た
理
性
の
 

詰
 ま
っ
た
使
用
に
、
そ
の
源
を
発
し
て
い
る
。
 

 
 

験
的
 誤
謬
推
理
 

d
q
p
 

口
の
 

N
 
の
口
ロ
の
藍
色
 

の
 Ⅱ
寄
棒
 -
0
 
堰
の
ヨ
毎
 G
.
 

の
の
の
）
と
 

%
 ぶ
 。
「
わ
れ
 
59@ (195) 
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思
 う
 」
に
お
け
る
「
わ
れ
」
は
、
思
惟
に
お
け
る
論
理
 的
な
主
体
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
 は
 、
認
識
さ
れ
る
た
め
の
 
「
わ
れ
」
に
つ
い
て
の
 

直
観
が
与
ら
れ
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
 
「
わ
れ
あ
り
」
と
思
惟
す
る
存
在
者
な
い
し
実
体
を
考
 ，
 
え
て
し
ま
う
。
 

第
二
の
世
界
に
関
す
る
仮
象
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
 、
純
 粋
 理
性
の
二
律
背
反
戸
ロ
 由
コ
 
0
 日
ず
よ
 r
q
m
 
ぎ
 g
 
お
 Ⅱ
 
臣
 Ⅰ
 臣
 Ⅱ
 
由
 （
 
@
 
ま
年
 
・
）
 
と
 

呼
ば
れ
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
理
性
が
無
制
約
者
を
求
め
 て
ゆ
く
と
き
、
理
性
は
必
然
的
に
全
く
 相
 い
反
す
る
二
 つ
 の
 結
論
に
到
達
す
る
。
 

そ
れ
は
、
分
量
・
性
質
・
関
係
・
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
 の
 各
々
に
つ
い
て
、
Ⅲ
世
界
の
始
め
毛
色
（
が
目
小
曲
コ
的
と
 

限
界
 韻
 の
 目
 ㎎
 お
コ
 お
の
 

有
限
と
無
限
、
㈲
単
純
な
る
も
の
ぎ
の
曲
 
口
 h
p
n
 

は
 の
の
 存
在
と
非
存
在
、
㈹
自
由
 
弓
 r
 
の
 ぃ
ダ
 
の
岸
の
有
無
、
㈲
絶
対
 的
 必
然
性
 祭
 あ
が
（
）
 

き
 Ⅱ
 

ぎ
 荘
之
。
才
男
 
の
コ
日
的
ガ
 

0
%
 

の
有
無
に
関
し
、
定
立
 

つ
甘
 
8
 け
と
反
定
立
レ
コ
 %
 安
 0
 卑
の
と
を
述
べ
、
証
明
 い
 0
 
毛
色
 の
を
掲
げ
る
 
G
.
p
 

の
の
（
 

下
 
㏄
の
）
。
 

第
三
の
神
の
理
念
を
、
カ
ン
ト
は
純
粋
理
性
の
理
想
Ⅰ
Ⅰ
 の
日
 （
 
や
お
 S
 と
 名
づ
け
る
。
カ
ン
ト
に
 ょ
 れ
ば
、
 神
 の
 存
在
の
証
明
へ
の
 

逢
 は
 、
 ㈹
物
理
神
学
的
 
口
は
へ
 
の
 
p
F
o
 

子
の
 

0
 す
 牡
の
 

n
r
 

、
㈲
 

字
 宙
 論
的
 柑
 0
 の
 
日
 0
-
0
 

住
の
 

n
F
 

、
㈹
本
体
論
的
 

0
 コ
ぢ
 -
0
 
狂
お
 す
 
（
 
下
 o
P
Q
 

）
の
三
種
が
 

あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
存
し
な
い
。
そ
し
て
そ
の
各
々
 ほ
 つ
い
て
、
そ
の
証
明
の
不
成
立
を
徹
底
的
に
明
確
な
ら
 し
め
る
。
 

以
上
、
す
べ
て
の
 ヵ
 ン
ト
解
説
書
に
説
か
れ
て
い
る
も
 の
を
、
私
が
こ
こ
に
再
録
し
た
の
は
、
理
性
の
仮
象
に
発
 す
る
形
而
上
学
が
必
 

然
 的
に
辿
る
途
、
そ
し
て
粉
砕
さ
れ
る
べ
 き
 問
題
が
 、
 ㈲
 霊
魂
（
お
よ
び
「
わ
れ
」
）
 
、
 ㈲
世
界
の
二
律
背
反
（
 
自
由
・
必
然
を
含
む
）
 、
 

㈹
神
の
存
在
と
し
て
集
約
さ
れ
る
こ
と
を
、
（
カ
ン
ト
 に
よ
っ
て
）
明
ら
か
に
せ
ん
が
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
（
す
べ
て
の
カ
ン
ト
 
解
 

調
書
 は
 、
こ
こ
で
、
「
信
仰
に
場
所
を
あ
げ
る
た
め
に
 知
 識
 を
と
り
の
ぞ
く
」
（
 
口
 ・
 
ポ
メ
パ
 
）
 
、
 即
ち
 妥
遍
 妥
当
性
を
 有
す
る
道
徳
律
四
年
 臼
イ
 

洙
お
 鯨
の
存
在
と
い
う
事
実
Ⅰ
が
ガ
田
 ヨ
 
か
ら
、
上
の
 三
つ
の
理
念
を
要
請
 巾
 0
 の
 
巨
 ま
す
る
・
新
し
い
形
而
 上
 学
の
樹
立
へ
と
 向
っ
 

た
 第
二
批
判
 ｜
 
「
実
践
理
性
批
判
本
ぎ
～
～
 

か
曲
寵
守
 き
か
 ～
～
 
の
 
の
か
 
め
さ
蕊
 ミ
ミ
 轟
 
㍉
～
 L
 へ
の
途
を
説
く
。
）
 

私
は
こ
こ
に
、
以
上
の
三
つ
の
形
而
上
学
的
理
念
が
 、
ま
 さ
し
く
 ブ
ッ
グ
 に
お
い
て
、
同
じ
よ
う
に
問
わ
れ
て
い
 る
こ
と
を
考
え
て
み
 

・
 
レ
 
-
 
ハ
 
Ⅰ
Ⅱ
。
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力
 

  ダの 類似と異質 

そ
れ
は
、
た
と
え
ば
中
河
合
三
三
Ⅱ
パ
ー
リ
中
部
 
六
 三
 に
は
、
マ
ー
ル
 ン
ク
ヤ
プ
ッ
 
タ
ワ
下
ゆ
 

き
 コ
 カ
せ
 
ひ
 で
仁
年
沖
 

ビ
ク
 の
 問
 い
と
し
て
 

提
出
さ
れ
、
（
 

3
 ）
そ
れ
に
対
し
て
 ブ
ソ
ダ
 は
、
毒
箭
に
射
ら
 ね
 た
場
合
の
有
名
な
 
昏
嚥
 を
も
っ
て
 、
 問
い
そ
の
も
の
の
 
不
毛
を
指
摘
し
、
「
 
利
 

を
も
た
ら
し
 注
臼
曲
 
の
曲
目
江
守
、
梵
行
の
基
礎
と
な
り
 

巴
ぎ
ぶ
 す
 ヨ
毬
曲
 
～
～
 

洩
討
が
 
、
ま
た
厭
離
 呂
ヰ
ぢ
辞
 ，
 離
欲
胡
 （
 
倒
的
 
p
 
.
 

滅
尽
 

ヨ
ゃ
 
0
 
由
ゴ
 
p
 161@ (197) 

㈹
生
存
し
な
い
。
 

B
 
 世
界
は
空
間
的
に
 

㈱
生
存
し
且
つ
生
存
し
な
い
。
 

㈲
無
限
で
あ
る
。
 

㈹
生
存
す
る
の
で
も
な
く
生
存
し
な
い
の
で
も
な
い
 
 
 

㈹
有
限
で
あ
る
。
 

㈹
無
限
且
つ
有
限
で
あ
る
。
 

（
 
2
 ）
 

（
 
十
 無
記
は
右
の
う
ち
㈹
㈹
㈹
㈹
を
省
略
す
る
。
）
 

㈹
無
限
で
も
な
く
有
限
で
も
な
い
。
 

A 
(4)@ (3)@ (2)@ (1) 

自 

無 無 有 無 我 
限 限 限 阪 お 
で 且 で で ょ 

も っ あ あ び   
有 で は 

限 あ 時 
田 斤   的 

な ⅤⅠ し 

  
  

D C 

㈹ ㈹ (9) 俺 

生来 加 別 国魂 ヱ 
存 （ 異一 と 

す さ の で 肉 
る と も あ 休 
  つ め る と 

た で 。 は 

人 あ 
） る 
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水
野
弘
元
教
授
「
原
始
仏
教
 
口
は
 、
と
く
に
一
章
を
設
 
げ
て
、
「
外
教
と
異
 
っ
 た
原
始
仏
教
特
有
の
思
想
」
（
 

1
 ）
を
 述
 べ
て
お
ら
れ
る
。
 
そ
 

れ
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
形
而
上
学
の
否
定
で
あ
る
。
 

ブ
 ッ
ダ
 の
直
面
し
た
形
而
上
学
的
思
想
と
し
て
、
同
書
 

は
 、
 Ⅲ
正
統
バ
ラ
モ
ン
の
 

一
元
論
、
㈲
サ
ー
ン
キ
ヤ
的
思
想
の
二
元
論
、
㈹
非
正
統
 

の
 シ
ャ
モ
 ノ
 の
と
な
え
た
多
元
論
を
あ
げ
、
そ
し
て
そ
 

れ
ら
一
切
に
対
す
る
 
断
 

見
目
 住
苦
い
庇
窩
圧
 
を
も
紹
介
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
い
 
わ
ゆ
る
六
十
二
見
が
説
く
形
而
上
学
的
問
題
は
、
十
四
 

難
 無
記
が
 つ
 Ⅱ
 ゅ
ヰ
 
の
臼
も
 

し
く
は
 十
 無
記
の
形
に
ま
と
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
 

同
 書
の
巧
み
な
型
の
ま
ま
、
次
に
引
用
し
ょ
う
。
 



        
。 叩 

せ
い
ガ
 

オ
下
の
 

で
 P ）
」
を
説
い
て
い
た
、
と
い
う
。
サ
ン
ジ
ャ
 

t
a
 
の
 
住
日
が
ブ
ッ
グ
 
に
十
四
難
に
対
す
る
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
 

は
 、
中
村
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
最
初
期
の
仏
教
に
と
っ
て
 

五
 ビ
ク
の
一
人
ア
ッ
サ
 ジ
わ
琢
ど
 ～
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
 

ジ
ャ
ヤ
を
捨
て
て
、
フ
ッ
 ダ
 の
も
と
に
走
り
、
二
百
五
 

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

は
 、
端
的
に
形
而
上
学
の
結
論
を
提
出
し
て
、
無
記
も
 

の
 弟
子
の
な
か
に
は
、
サ
ー
リ
 ブ
ッ
タ
 の
 a
r
 
い
つ
 
/
 俺
が
と
 

ン
ト
 は
、
理
性
そ
の
も
の
の
批
判
か
ら
、
そ
の
仮
象
に
も
 

つ
 」
が
故
に
 、
 「
わ
れ
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
も
の
は
、
 説
 

っ
て
説
か
れ
な
い
も
の
は
、
説
か
れ
な
い
ま
ま
に
受
持
 

。
寂
静
 偉
甲
 窪
目
 p
.
 神
通
智
主
 ま
嵌
守
 ・
正
覚
落
日
 

長
 河
合
 二
セ
 Ⅱ
パ
ー
リ
長
部
二
の
「
沙
門
来
経
期
日
 
曲
 

カ
シ
ト
 と
 ブ
ッ
ダ
が
、
形
而
上
学
の
問
題
点
の
帰
結
を
 

ヤ
は
、
 い
 う
 ま
で
も
な
く
六
師
の
一
人
で
あ
り
、
そ
の
 二
 

し
く
は
貴
答
の
ま
ま
、
そ
れ
を
 問
 5
 人
間
そ
の
も
の
の
 実
 

獣
も
 百
の
説
を
伝
え
て
い
る
。
即
ち
、
か
れ
は
常
に
 

す
べ
き
 
臼
穏
 ゑ
曲
」
で
あ
り
、
逆
に
、
「
利
を
も
た
ら
 

ず
 0
 宰
す
か
 
・
不
ハ
ン
乱
す
 ヴ
岡
コ
 
舶
に
役
立
つ
」
こ
と
の
な
い
 

十
人
の
弟
子
も
そ
れ
に
従
っ
た
、
と
い
う
一
場
面
が
伝
 

「
縁
起
 法
頚
 」
を
聞
い
て
「
法
の
眼
ら
ぎ
日
日
ぉ
 牛
斤
甘
 

モ
ッ
ガ
 ラ
ー
ナ
 旨
 0
 幅
的
ハ
 
二
曲
目
 
曲
 が
い
た
。
そ
の
二
人
は
 

重
要
な
一
大
事
件
で
あ
っ
（
 
）
十
八
 

-
@
 

7
 」
。
 

全
く
パ
ラ
レ
ル
に
果
し
て
い
る
こ
と
は
、
以
上
の
通
り
で
 

か
れ
た
ま
ま
に
受
持
す
べ
ぎ
で
あ
る
」
と
教
え
る
。
（
 

4
 ）
 

と
づ
く
形
而
上
学
へ
の
途
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
れ
を
 

 
 

口
 」
が
開
か
れ
、
サ
ン
 

次
の
よ
う
に
い
う
。
 

百
五
十
人
の
バ
ラ
モ
ン
 

 
 

践
へ
の
転
換
を
 う
 な
が
 

粉
砕
 し
 、
一
方
ブ
ッ
ダ
 

し
 …
…
不
ハ
ン
に
役
立
 

、
プ
ッ
 ダ
 を
と
り
ま
く
 

が
 故
に
 、
 「
わ
れ
に
 ょ
 

「
い
い
の
が
れ
（
 矯
乱
 

１
タ
サ
キ
 ト
ゥ
か
吋
｜
 

あ
り
、
た
だ
し
、
 カ
 

「
諸
法
は
因
ょ
り
生
ず
る
。
如
来
は
そ
の
因
を
説
ぎ
た
 ま
 @
O
 

ま
た
因
に
よ
っ
て
滅
ぶ
。
偉
大
な
る
シ
ャ
モ
 ノ
 は
こ
の
  
 

そ
れ
は
、
ブ
ッ
ダ
自
身
の
言
葉
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
 十
 四
難
の
定
立
・
反
定
立
は
こ
こ
で
「
回
生
・
 因
滅
 」
に
 よ
っ
て
明
確
に
裁
断
 

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
国
里
・
 因
滅
は
、
 い
 う
ま
 で
も
な
く
、
一
方
に
無
常
へ
、
一
方
に
縁
起
へ
と
接
続
す
 る
 。
い
い
か
え
れ
ば
、
 

十
四
難
と
い
う
形
而
上
学
の
問
い
に
、
 紬
ザ
 
記
で
の
ぞ
ん
 だ
 ブ
ッ
ダ
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
実
践
を
教
え
導
く
に
当
 つ
 て
は
、
無
常
を
、
縁
起
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ダの 類似と異質 

的 を 
識 カ と カ 
識 ン リ ン 

仁 %  ト あ ト   
ら 第 て ブ   
ず 一 み 、 ソ 

先 批 た ダ   
大 判 い の 
的 が 。 異   質 
調 教 十ま 

で @ 
な 友 数   多 
れ 目 @ 
ば 然 あ 
な 科 げ 
ら 学 ら 

な め れ 
い 確 る 

」 実 で 

あろ とい 性を 

5 基 ヘノ @ @ 
、 礎 が 

ヵ づ 
ン げ 私 
ト る サま 

に た 

は め そ 
全 に の   最 

  
認識 自明 始 

的とさ 論 
源 
  

れ 主 な 
て 観 
い 主 
た 義 

問題 

  
前 な し 

提 樹 て 
に 立 
も し     

と た     
づ （ の ヮこ 

くしひ よ   
し 「 

ヰ吋 「 
ぬ利目Ⅱ 

た 必 
    

が 伏 」 

を
 断
言
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

注
 

1
 
 回
書
の
第
三
章
。
 

2
 
 周
書
九
四
 
｜
 九
五
ぺ
 
ー
 ジ
に
、
十
六
無
記
や
別
の
型
の
無
 話
説
が
紹
介
さ
れ
て
あ
る
。
 

3
 

そ
こ
で
は
、
前
記
の
十
四
難
の
う
ち
㈲
㈲
㈲
㈹
が
省
か
れ
 て
 、
 十
 無
記
と
な
っ
て
い
る
。
 

4
 
%
z
.
 ロ
 -
 
ロ
 ・
下
の
）
・
、
大
正
蔵
、
巻
Ⅰ
 八
 O
 四
 a
 以
下
。
 中
 何
台
で
は
「
 箭
楡
経
 」
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
。
大
正
蔵
、
 

巻
 
Ⅰ
九
一
七
に
は
、
 

草
径
 の
 「
 箭
楡
経
 」
（
 失
訳
 ）
も
あ
る
。
 

5
 
口
 之
 ・
 
ニ
 -
 簿
 f
 葵
 ・
 づ
 0
 一
 
・
 
ロ
 
・
 ロ
 ・
 お
 （
・
大
正
蔵
、
巻
 
一
 、
一
 O
 八
 C
 
（
た
だ
し
こ
こ
の
内
容
は
パ
ー
り
と
か
な
り
異
な
る
 
0
 ）
 

6
 
セ
ぎ
 ド
 ド
ダ
プ
 田
ぃ
 
下
由
つ
い
幅
幅
ぃ
 

Ⅱ
い
の
・
 
せ
 0
 ヒ
ゲ
 b
.
 
㏄
 つ
 （
 

7
 
 中
村
教
授
Ⅰ
ゴ
ー
タ
マ
・
 

プ
ッ
ダ
 し
一
五
一
ぺ
ー
ジ
。
 

何
 書
は
続
け
て
い
う
、
「
こ
の
二
人
は
、
通
常
釈
尊
の
十
大
弟
子
 の
う
ち
で
も
特
に
有
力
 

な
 二
大
弟
子
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
サ
ー
リ
 ブ
ッ
タ
 
（
舎
利
弗
）
 は
 智
慧
第
一
、
モ
ッ
 
ガ
 ラ
ー
ナ
（
 目
 捷
速
）
は
神
通
第
一
と
称
 せ
ら
れ
て
い
る
 
ピ
 

8
.
 ぺ
 @
 
二
 い
せ
ダ
く
 
0
 ㌃
）
。
 
ワ
 ・
 
ト
っ
 
（
 

五
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） の   
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下 す。 ま 
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ダの 類似と異質 

 
 

 
 

 
 

        
  

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
  

 

 
 

 
 

レ
コ
 の
の
甘
の
目
口
 

コ
咀
 ）
 、
 ム
コ
 倖
円
コ
 由
の
 

n
 
N
 

の
～
（
 

し
 
（
㏄
・
の
 

N
 ）
 と
 い
 う
 の
は
、
実
は
現
象
と
時
間
と
の
こ
と
を
い
っ
て
 い
 る
の
で
は
な
く
て
、
 
現
 

象
を
対
象
と
す
る
感
性
的
直
観
が
先
天
的
に
時
間
に
 規
 定
 さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
現
象
が
時
間
的
に
内
的
経
 験
 と
し
て
表
象
さ
れ
る
 

こ
と
を
、
指
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
㈲
時
間
は
 
、
現
 象
の
地
平
年
。
 毘
 N
o
 
ま
に
外
的
経
験
を
準
備
す
る
も
の
 
で
は
な
く
て
、
そ
の
 親
 

家
 が
次
々
と
 
コ
 P
n
 

下
の
田
目
よ
「
わ
れ
わ
れ
に
直
観
さ
れ
 

る
 、
そ
の
内
感
を
、
そ
し
て
内
的
経
験
を
順
序
づ
 け
、
 合
理
化
し
、
統
一
す
る
。
 

た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
形
式
と
し
て
、
対
象
の
主
 観
へ
の
関
係
せ
の
（
 ゴ
 日
日
が
を
表
象
す
る
の
み
で
、
個
々
 0
 具
体
的
な
直
観
、
 
し
 

た
が
っ
て
経
験
の
、
そ
し
て
現
象
の
姿
、
即
ち
そ
れ
ら
 の
 内
容
 ｜
 質
料
に
は
、
決
し
て
触
れ
る
こ
と
が
な
い
。
何
 故
 な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
 

い
 う
 如
く
、
質
料
 目
が
 富
田
は
す
べ
て
後
天
的
 曲
づ
 。
 の
鯨
ふ
 
0
 笘
で
あ
る
か
ら
 
G
.
 ㌍
）
。
し
た
が
っ
て
カ
ン
ト
 の
時
間
論
で
は
、
㈲
 時
 

間
は
直
観
の
形
式
を
と
と
の
え
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
 
形
式
を
通
過
し
て
来
る
現
象
は
不
毛
に
感
触
さ
れ
る
 
曲
 曲
ぃ
 
z
 戸
の
二
毛
の
日
の
目
の
み
 

で
、
盲
目
の
ま
ま
止
ま
っ
て
い
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
㈲
そ
れ
は
ま
た
 ヵ
ン
ト
 が
同
じ
と
こ
ろ
に
「
 時
間
の
無
」
を
い
 う
こ
 

と
に
っ
ら
な
る
。
即
ち
、
「
対
象
を
そ
れ
自
体
の
あ
り
 
得
 る
よ
う
 に
考
え
る
な
ら
ば
、
時
間
は
無
で
あ
る
 ヨ
 「
の
～
 

日
 づ
山
 
。
・
：
 
@
-
 
の
の
。
 
m
 。
 D
 ｜
 

の
 
（
 
リ
コ
 
&
-
 

の
口
の
 
ヰ
 Ⅱ
戸
戸
：
の
 

ロ
 ・
の
 
0
 
 
ま
の
ひ
き
の
が
 
口
 m
@
w
-
0
 

す
 ゅ
ニ
ヴ
 
の
（
の
 
0
 片
目
 

ツ
 円
円
 

ツ
む
柄
ハ
 

。
 円
ツ
 

・
の
 

o
 
p
 

の
 
ヰ
 ハ
ト
 

ソ
 
の
 い
 
い
 
0
 日
日
ト
 

ト
げ
 
イ
ツ
 

荘
 ・
」
（
 
円
 
い
・
 
り
 
Ⅱ
）
。
 
そ
の
カ
ン
ト
の
意
味
す
 

る
と
こ
ろ
は
、
時
間
の
先
験
的
観
念
性
の
故
で
あ
っ
た
 
（
 
口
 ・
の
 
ぃ
 
）
。
し
か
し
、
や
が
て
第
二
批
判
を
読
み
了
え
た
 わ
れ
わ
れ
は
、
す
で
に
 

こ
こ
に
、
霊
魂
の
不
死
を
要
請
す
る
 ヵ
ン
ト
 を
 、
 即
ち
 無
 時
間
な
る
物
自
体
を
、
そ
の
裏
側
に
お
い
て
見
出
し
得
 る
の
で
は
な
い
か
。
 

次
の
 フ
ッ
ダ
 の
時
間
論
と
の
比
較
の
た
め
に
、
さ
ら
に
 一
言
つ
げ
加
え
よ
う
。
「
 先
 験
的
感
性
論
の
一
般
的
 註
 」
 は
 、
「
時
間
は
 、
継
 

題
名
 P
 を
の
 ぃ
コ
リ
 

2
 年
の
Ⅱ
の
の
 

ぎ
 ・
同
時
存
在
 
ぎ
 軋
の
 レ
 
の
 
サ
 の
の
 
ぎ
 
ゑ
び
 継
起
と
同
時
存
在
と
の
綜
合
Ⅱ
接
続
ぎ
の
申
の
 ゴ
 が
 （
（
 
-
w
n
 

は
 の
の
関
係
を
含
 

む
 」
（
 ロ
，
ミ
 
）
と
い
い
、
「
 先
 験
的
分
析
論
町
が
 コ
 の
 
z
 の
 
コ
 隼
の
 
口
ヰ
田
の
か
目
が
守
 

出
オ
 し
に
お
け
る
「
経
験
の
類
推
 
か
 コ
色
 0
 何
の
印
の
Ⅱ
 
目
ぺ
 
h
p
 
は
 n
E
p
 
拍
し
 

で
は
、
時
間
の
三
様
相
と
し
て
、
「
持
続
㏄
 串
捧
 q
q
-
p
n
 

ぽ
ガ
の
 
岸
 」
・
「
継
起
Ⅱ
 0
 行
の
」
・
「
同
時
存
在
 
N
 目
ゆ
 
こ
ざ
 ゴ
 の
の
 
ぎ
 」
 G
3
%
 ）
を
あ
げ
 

る
 。
そ
し
て
、
持
続
を
客
観
的
に
可
能
な
ら
し
め
る
の
 ほ
 、
実
体
の
ロ
ヴ
の
 守
罵
と
 属
性
 ぎ
襄
お
 民
の
関
係
の
 カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
 

継
起
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
は
因
果
 

本
 が
お
 日
 ～
 
鴎
ヰ
 
の
 関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
り
、
同
時
存
在
を
可
能
 な
ら
し
め
る
の
は
相
互
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            " " コ田 

五
 薙
の
各
々
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
。
（
し
た
が
っ
て
「
 

五
 薙
 無
常
」
と
い
わ
れ
よ
 
う
 ）
。
一
方
、
そ
の
第
四
巻
は
「
（
 

5
 ）
 

ム
 
-
 

裏
煕
こ
 
と
呼
ば
れ
、
そ
の
第
三
五
経
は
「
人
処
 相
 応
の
町
 
卍
ゅ
 
Ⅱ
が
（
が
 

臣
曲
 
1
 の
が
弔
せ
 

6
 日
（
 

欝
 」
と
名
づ
げ
ら
れ
る
。
 
そ
  
 

え
し
説
か
れ
る
が
、
そ
れ
は
 
眼
 ・
 耳
 ・
 鼻
 ・
 舌
 ・
 身
 ・
 立
 
思
 の
大
内
 処
ど
 甘
が
 
曲
由
ガ
 

刮
目
 
円
ゆ
 
Ⅱ
 曲
叶
簿
コ
 

ゅ
目
円
の
各
々
に
 
つ
  
 

色
 ・
 声
 ・
 香
 ・
 味
 ・
 触
 ・
法
の
六
件
 
処
ヴ
岡
 
ゴ
山
（
 

囲
コ
 
p
w
 
吋
 
が
 （
 
い
臣
卸
 

田
の
各
々
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
。
（
し
た
が
っ
 
て
、
 

常
 」
も
し
く
は
「
十
二
処
無
常
」
と
い
わ
れ
る
べ
 

き
 で
 あ
ろ
う
）
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
、
 

「
 一
 

が
 最
も
通
し
て
い
る
、
と
信
ず
る
。
 

B
 、
右
の
諸
所
に
無
常
が
説
か
れ
る
場
合
、
必
ら
ず
 

苦
 と
 無
我
と
が
附
随
す
る
。
た
と
え
ば
第
二
一
巻
の
一
節
は
 

"
 処

耳
 組
 村
鴇
旨
 が
目
 
キ
 

で
も
無
常
が
く
り
か
 

て
い
わ
れ
、
そ
し
て
 

こ
こ
で
は
「
大
畑
熊
 

切
無
常
」
と
い
う
の
 

私
は
そ
れ
に
次
の
二
点
を
加
え
よ
う
。
 

A
 、
サ
ン
 ュ
ッ
 
タ
 ・
 ニ
 カ
ー
 ヤ
 の
第
三
巻
 -
 （
 
巾
円
 
の
 本
 ）
は
「
 繭
品
 パ
ゴ
 
曲
 
口
ロ
甘
が
 

１
つ
曲
ゆ
 

拍
が
」
と
 

呼
ば
れ
、
そ
の
第
二
二
経
 
は
 「
 
繭
 相
応
 丙
汀
巨
ぎ
 ・
の
 
が
 由
ト
 
Ⅱ
 目
 （
 
こ
 
申
し
（
 

4
 ）
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
紐
帯
 

は
 色
 ・
 受
 ・
 想
二
け
 ・
識
の
  

 
 
 

妻
の
蓬
 "
 
。
 寄
目
 ガ
ロ
 
コ
的
 （
 乱
 ：
 
0
 。
 ヨ
の
ぎ
 
"
 蓬
 。
 曲
 ）
の
 関
 係
の
 カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
こ
と
を
、
カ
ン
ト
は
詳
論
し
 て
い
る
。
 

ブ
ッ
ダ
の
時
間
論
は
、
「
一
切
無
常
」
の
語
に
結
晶
 し
 て
い
る
。
私
は
か
つ
て
小
論
「
 紬
 常
に
つ
い
て
」
（
ロ
印
度
 
学
 仏
教
学
研
究
 ヒ
セ
 巻
物
 

 
 

二
号
、
一
九
五
九
年
、
一
 
セ
ハ
｜
 一
八
六
ぺ
 
ー
 ジ
）
に
、
そ
の
 問
題
点
を
 
笘
 （
の
 
臣
宙
 
0
 日
に
と
り
出
し
て
、
検
討
し
た
 
こ
と
が
あ
る
。
い
ま
の
 

所
論
と
関
係
す
る
個
所
を
 、
 右
の
論
文
か
ら
要
約
し
て
 記
し
て
お
こ
う
。
Ⅰ
、
一
切
蛆
 

-
 

常
は
 、
原
始
仏
教
で
は
、
 諸
行
紐
帯
と
い
い
か
え
 

ら
れ
る
べ
ぎ
で
は
な
い
。
「
一
切
は
つ
く
ら
れ
た
も
の
 で
あ
る
、
故
に
無
常
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
の
短
縮
と
し
 て
の
諸
行
無
常
は
 、
無
 

宮
を
 毎
力
 化
す
る
。
（
 

2
 ）
 2
 、
上
の
こ
と
は
、
「
無
常
」
 説
 と
「
縁
起
」
 説
 と
の
分
離
を
意
図
し
て
い
る
。
舟
橋
一
哉
 教
授
の
い
わ
れ
る
よ
 う
 

に
、
 「
い
つ
で
も
唐
突
と
し
て
紐
帯
が
飛
び
出
し
て
 釆
 る
 」
「
 ア
 ゴ
ン
・
 ニ
 カ
ー
 ヤ
 の
全
体
を
通
じ
て
、
無
常
の
 論
理
的
根
拠
は
遂
に
 追
 

求
 せ
ら
れ
て
て
あ
る
」
（
 
3
 ）
か
ら
、
私
も
ま
た
 聖
 典
の
説
く
ま
ま
に
、
「
無
常
」
説
を
遡
ら
な
い
。
 3
 、
 紬
 常
は
生
滅
（
変
化
は
生
 

滅
に
 還
元
さ
れ
る
）
の
検
討
に
お
い
て
考
察
さ
れ
、
 紐
 常
と
滅
 と
の
 

n
o
 

日
 ヴ
ぃ
 
コ
 が
（
 

p
o
 

コ
が
 聖
典
に
重
要
視
さ
れ
 て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
 波
 

ほ
 、
そ
の
論
理
的
な
意
義
よ
り
は
、
実
践
的
な
曲
目
 屋
日
 げ
な
面
で
 5
 げ
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 



「
ビ
ク
ら
よ
、
色
は
無
常
で
あ
る
 

宙
罵
日
 伸
三
 

c
c
 

曲
名
。
 

無
常
で
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
苦
で
あ
る
Ⅱ
が
ら
が
 

コ
ぃ
 
c
n
p
 

日
 ヰ
曲
 
コ
 
（
 4
 目
ガ
オ
 

フ
曲
 
コ
 
Ⅰ
 。
 

苦
 で
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
無
我
で
あ
る
Ⅱ
 

ゅ
 
宵
ら
 コ
 
オ
オ
 
フ
 
曲
目
ヰ
 
注
 
い
目
が
年
 

m
 。
無
我
で
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
 

ヘ
こ
 れ
は
私
の
も
の
で
は
 

な
い
 コ
 の
 
旺
 日
日
 り
日
曲
 
、
こ
れ
は
私
で
は
な
い
 

臣
 
9
 。
 ぎ
日
窃
已
 、
こ
れ
は
私
の
わ
れ
で
は
な
い
日
日
 9
 o
a
 田
付
Ⅴ
と
、
そ
の
 

（
 
6
 ）
 

よ
さ
に
こ
れ
を
正
し
い
智
慧
 

紐
 日
日
の
 
づ
口
ゅ
 

理
樹
を
も
 っ
て
、
如
実
に
せ
が
 

臼
 卸
す
 
は
 向
井
曲
目
見
る
。
 

へ
 ぎ
で
あ
る
。
」
 

と
い
う
。
即
ち
、
一
切
無
常
は
一
切
 

苦
 へ
、
そ
し
て
一
切
 

無
我
へ
と
、
そ
の
ま
ま
続
く
。
 

宅
 諸
行
無
常
」
の
場
合
 

と
 同
じ
く
、
こ
こ
で
は
 

「
諸
法
無
我
」
と
い
わ
な
い
こ
と
と
す
る
 

0
 
）
 

（
 
7
 ）
 

お
の
段
に
は
、
引
き
続
い
て
、
「
色
は
苦
で
あ
る
。
 

苦
 で
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
無
我
で
あ
る
。
云
々
」
が
、
そ
し
 

て
 最
後
に
、
「
色
は
 

（
 
8
 ）
 

無
我
で
あ
る
。
 
軸
我
 で
あ
る
も
の
、
そ
れ
は
云
々
」
が
 

説
か
れ
る
。
い
 
い
 か
え
れ
ば
、
無
常
に
は
「
無
常
１
音
 

｜
 無
我
（
 
１
 無
我
 所
 ・
・
・
）
」
 

が
、
 苦
に
は
「
 
苦
｜
 無
我
（
 
１
 無
我
 所
 ・
・
・
…
）
」
が
 

、
無
 我
 に
は
「
無
我
 
｜
 無
我
 所
 ・
・
・
・
・
・
」
の
展
開
が
あ
っ
て
 

、
 こ
の
系
列
は
常
に
一
定
 

し
て
、
決
し
て
崩
れ
る
こ
と
は
な
い
。
 

無
我
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
論
ず
る
と
し
て
、
 

苦
 に
 関
し
て
、
私
は
次
の
こ
と
を
こ
こ
に
強
調
し
た
い
。
 

苦
 は
フ
ッ
ダ
 
の
宗
教
の
 

出
発
点
で
あ
り
、
苦
の
思
索
は
ブ
ッ
ダ
の
出
家
の
 

、
そ
 し
て
成
道
に
至
る
ま
で
の
全
部
で
あ
り
、
苦
の
解
脱
が
 

ブ
 ッ
ダ
 の
さ
と
り
 
｜
 成
道
 

ブ
悩
年
 

艶
 
」
を
も
っ
て
始
め
ら
れ
て
い
る
。
「
縁
起
」
何
ど
の
 

か
に
「
 

。
日
当
 

支
 卦
諦
 
縁
起
 

毬
は
 

説
 を
と
っ
て
み
て
も
、
 

・
絶
望
 

口
づ
囲
 

Ⅱ
 
ゆ
め
 
a
 生
 
、
総
じ
て
苦
が
 

・
老
死
の
あ
と
 

置
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ト
 た
の
は
、
法
の
体
系
を
論
理
化
す
る
た
め
（
況
ん
や
 

相
 体
相
関
の
論
理
を
立
て
よ
う
）
と
い
う
よ
り
も
、
 

生
 ・
老
死
そ
し
て
苦
の
根
源
を
ぴ
 

 
 

力
 探
ろ
 う
 と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
る
が
え
っ
て
 

、
そ
 の
 解
脱
を
か
ち
え
ょ
 
ぅ
 と
し
た
求
道
の
、
実
践
の
精
神
 

に
も
と
づ
く
、
と
見
ら
れ
る
 

舘
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一
切
紐
帯
は
そ
れ
よ
り
先
に
は
進
ま
な
い
。
い
い
か
え
れ
 ば
 、
「
一
切
は
無
常
で
あ
る
」
、
そ
れ
が
ブ
ッ
ダ
の
教
え
 
の
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
 

の
 出
発
点
と
な
る
。
こ
こ
で
一
切
は
、
五
 %
 も
し
く
は
 一
 
ハ
処
 （
十
二
処
・
十
八
界
）
と
同
義
語
で
あ
っ
て
、
わ
れ
 わ
れ
の
主
観
・
客
観
を
 

ふ
く
め
て
、
経
験
し
経
験
さ
れ
る
一
切
な
い
 
う
 。
そ
の
 鮭
常
 を
い
う
こ
と
は
、
さ
き
に
（
六
四
ぺ
 ー
 ジ
）
に
 上
 げ
た
 カ
ン
ト
の
「
現
象
 

（
感
性
的
直
観
の
対
象
）
と
し
て
の
一
切
の
も
の
は
、
 時
 間
 の
う
ち
に
あ
る
」
と
い
う
表
現
と
、
一
見
符
号
す
る
 
如
 く
 に
み
え
な
が
ら
、
 実
 

ほ
、
 次
の
よ
う
な
質
を
異
に
す
る
相
異
が
直
ち
に
気
づ
 か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
 、
ェ
 、
 軸
常
は
、
 単
な
る
維
持
 的
な
口
 

a
c
 

ゴ
缶
 
n
a
3
 
年
 の
 （
 

時
間
の
一
様
態
で
は
な
い
。
無
常
と
し
て
把
握
さ
れ
る
 時
間
は
、
た
だ
直
観
の
形
式
に
止
ま
ら
な
い
、
先
天
的
 は
 か
り
か
、
思
惟
を
介
し
 

て
 経
験
に
も
含
ま
れ
、
し
か
も
内
的
経
験
だ
け
で
な
く
、
 外
的
経
験
に
も
拡
大
さ
れ
る
。
一
切
の
も
の
の
無
常
と
 い
 う
 あ
り
か
た
に
お
い
 

て
 、
一
切
は
、
す
で
に
少
な
く
と
も
、
時
間
と
い
う
 内
 容
 を
も
っ
。
逆
に
時
間
の
側
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
 よ
っ
て
一
切
の
も
の
を
 

伽
 常
に
お
い
て
と
ら
え
る
と
い
う
、
盲
目
ど
こ
ろ
か
、
 極
 め
て
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
 
2
 、
フ
ッ
 ダ
 に
お
い
て
 無
 

常
は
滅
と
 結
び
つ
く
の
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
 時
間
は
空
間
と
関
聯
し
て
説
か
れ
る
と
い
う
こ
と
と
無
関
 係
 で
は
な
い
。
そ
し
て
 

そ
れ
は
、
無
常
が
実
践
的
性
格
を
も
ち
、
時
間
は
論
理
 的
 性
格
を
も
つ
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
次
の
意
味
を
も
 つ
 。
 3
 、
さ
き
に
 カ
ン
 

ト
 の
場
合
、
時
間
の
三
様
相
が
あ
げ
ら
れ
た
が
、
無
常
 に
は
、
そ
れ
ら
の
場
が
存
在
し
な
い
。
と
く
に
「
持
続
 婁
 0
 
ぽ
 か
田
 
パ
 
-
i
e
 

コ
カ
 
の
 
ぃ
び
 

」
を
 伽
 

常
は
全
く
 相
い
 容
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
ブ
ッ
ダ
に
 実
体
（
と
属
性
）
と
い
う
概
念
の
存
在
し
な
い
こ
と
と
 符
 号
す
る
が
、
同
時
に
 、
 

無
常
が
常
の
ア
ン
テ
ィ
・
テ
ー
ゼ
で
は
な
い
こ
と
を
物
証
 巾
 っ
て
い
る
。
わ
か
り
や
す
い
例
を
と
ろ
 う
 。
一
切
無
常
 の
 一
場
面
と
し
て
、
 六
 

内
処
 の
う
ち
「
 意
 日
当
 0
 」
を
と
り
あ
げ
、
「
 意
 無
常
 」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
「
意
は
軸
 常
 で
あ
る
」
。
 
勿
論
わ
れ
わ
れ
の
意
に
 

で な 探 
ぎ ・ 始 究 
る 元 が 
で IlT  無 
あ 無 常 
ろ 常 に 
ぅ 父で つ 

。 ）あ ぎ 
る 当   
そ た し 
て と 
苦 い 

の わ 
論 な 
理 げ 
約 れ 
な ば 
リ青 な 
緒 ろ 

  
同 即 
持 ち 
れ - し   
時 ブ   

間 ・ ソ 

的 ダ   

な め 
結 思 
果 菜 
と の 

し 時 
て 間 

的な 
無 端 
我 緒 
が は 
開 音 
か で 

ね ち 
る り   
と 一 " 

い方 
""  " ム   
と 理 
が 的 

(204) 

へ
 ぎ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
、
苦
を
テ
ー
マ
と
す
る
 

ブ
 ッ
ダ
 の
思
索
を
こ
こ
に
ふ
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
 

苦
 が
ま
ず
置
か
れ
、
そ
の
㏄
 

お， 

  

  

甲 % は 九   



    

  

  

  
  

      

" カント とプッダ の類似と異質 

ブ て   
  そ そ 

す 論 た 

自 尊 

  

し 

か 

し 

な 
が 

ら   そ 
れ 

と 寂   むま 

は 静 @  不 テ 渡き   実 
@ ま 

69  (205) 

  

消
去
さ
れ
る
と
い
う
論
理
が
生
ま
れ
 

が
 ま
倒
 （
 弾
 日
当
）
が
浮
か
び
出
る
。
 

平
に
要
求
し
、
そ
し
て
さ
ら
に
そ
の
 

前
に
無
力
で
あ
る
が
故
 に
 。
そ
の
仮
構
が
あ
ば
か
れ
、
 

る
、
と
 ブ
ッ
ダ
は
い
 う
 。
 4
 、
無
常
に
徹
す
る
と
こ
ろ
 

ア
ビ
 ダ
ル
マ
に
お
い
て
試
み
ら
れ
、
そ
こ
で
、
主
体
の
軸
 

、
ひ
る
が
え
っ
て
三
世
の
実
有
を
 う
 た
 ぅ
 、
だ
が
そ
こ
に
 

主
体
を
演
 縄
 し
ょ
う
と
す
る
。
そ
の
仮
構
の
場
に
、
前
者
 

し
か
も
 苦
と
 我
と
は
、
す
で
に
論
理
的
に
矛
盾
し
あ
い
 

で
は
、
「
時
間
の
無
」
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
。
後
世
 無
 

無
常
の
根
 抵
に
 立
ち
返
る
と
 き
 、
苦
は
滅
せ
ら
れ
、
 解
 

常
と
 客
体
の
無
常
と
が
並
行
す
る
と
 ぎ
 は
、
そ
の
か
ぎ
 

、
共
存
す
る
こ
と
は
で
き
め
、
我
は
苦
の
 

は
、
 法
の
（
体
系
の
）
論
理
化
が
先
行
し
 

に
お
い
て
苦
が
生
じ
、
後
者
に
お
い
て
 我
 

常
に
関
す
る
論
理
化
が
 

脱
の
無
我
が
達
せ
ら
れ
 

り
 無
常
が
相
関
の
上
に
 

  

お
い
て
、
常
田
 お
 岡
を
思
量
（
思
惟
）
す
る
日
町
武
器
 申
 こ
と
は
て
き
 る
 。
し
か
し
常
を
思
量
 
息
惟
 ）
す
る
 意
 そ
の
も
の
は
、
も
と
も
 

と
 無
常
て
あ
る
。
本
来
無
常
で
あ
る
意
が
常
を
思
量
（
 思
 惟
 ）
す
る
と
き
、
そ
ハ
 
り
 常
は
 、
ヵ
 ㌧
 
ア
 ト
 か
り
 
舌
口
薬
で
ト
 

リ
え
 
ば
 「
要
請
㌧
 0
 の
官
守
ニ
 
と
 

し
て
の
み
、
そ
の
場
所
を
見
出
す
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
 が
っ
て
 、
づ
ダ
 の
の
の
と
レ
ま
ず
 
臼
 e
s
 

の
と
し
て
同
一
の
 

次
 元
 に
無
常
と
 常
 と
を
 置
 

く
こ
と
は
、
全
く
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
ブ
ッ
 タ
 は
 さ
 ら
に
続
け
る
。
常
は
み
す
か
ら
の
性
格
と
し
て
、
そ
れ
 自
 身
を
無
常
と
同
一
の
 地
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前
の
哲
学
と
共
通
的
に
持
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
合
理
主
義
的
偏
 見
 で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
 ピ
 
「
こ
の
カ
ン
ト
以
前
の
哲
学
 

に
お
い
て
、
共
通
の
 

前
掲
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
合
理
主
義
的
前
提
、
認
識
の
理
 思
 は
あ
く
ま
で
も
先
天
的
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
 偏
見
を
、
カ
ン
ト
も
 

ま
た
、
そ
の
ま
ま
無
雑
作
に
受
け
継
い
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
 。
」
（
一
二
一
ぺ
 
ー
 ジ
）
 

2
 

そ
れ
は
、
上
述
の
小
論
に
は
ふ
れ
な
か
っ
た
が
、
い
ま
 カ
 ソ
ト
 の
術
語
を
こ
こ
に
用
い
る
な
ら
 ぱ
 、
い
わ
ば
分
析
判
断
 
ぃ
 
コ
の
 
-
 
せ
 目
の
。
 
ゴ
 の
の
 己
 「
（
の
 

笘
 

説
明
判
断
 甲
縞
仁
 （
の
（
 

廷
コ
 
の
の
 
宙
 「
（
の
目
に
す
ぎ
な
い
。
主
語
表
象
 0
 分
析
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
に
 止
 さ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
こ
に
「
一
切
無
常
」
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
「
一
切
 」
と
い
う
主
語
に
 、
 新
た
な
る
「
無
常
」
と
い
う
内
容
を
客
語
 と
し
て
、
そ
れ
ら
が
 

結
合
す
る
綜
合
判
断
の
）
 
コ
 （
 
ゴ
の
 
（
 
@
 
の
り
 
ゴ
 の
の
 C
 ぺ
 （
の
ご
が
得
ら
れ
る
。
 

3
 
 上
掲
 書
 、
三
二
ぺ
ー
ジ
。
 

4
 

の
 之
 ・
メ
ト
。
 

プ
 Ⅰ
）
ー
・
 

ロ
ト
 の
Ⅰ
 -
 つ
 い
 ト
曲
 ・
・
で
 
ト
り
 
Ⅰ
 、
つ
ト
 ㏄
 円
 ・
 で
 ・
 切
ウ
 
h
,
-
 

づ
 ・
 
ウ
ウ
由
 
・
 
0
 侍
り
 

5
 

の
 ア
 ・
セ
ニ
・
）
 

そ
 ・
 
づ
 ・
 ト
由
 ：
 や
淫
曲
 ：
や
 き
目
 
・
や
㌍
 
曲
 ・
 
の
  
 

6
 

の
 之
 ・
Ⅹ
Ⅹ
二
）
り
口
）
 

、
セ
目
 
・
 
コ
 w
.
b
.
 

り
ぃ
 

謹
 

1
 
 岩
崎
教
授
、
上
掲
 書
 、
と
く
に
 
二
 0
1
 三
一
ぺ
ー
ジ
。
 
教
 授
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
る
、
「
し
か
し
実
は
こ
の
 一
 
甜
捉
 こ
そ
、
カ
ン
ト
 
以
 

 
 
 
 

こ
に
 附
 Ⅲ
号
目
 

す
 @
 
る
ま
で
コ
ハ
で
な
い
か
Ⅰ
八
で
し
れ
な
Ⅰ
 

り
 。
 

不
ハ
ン
の
道
を
説
い
た
ブ
ッ
ダ
自
身
、
み
ず
か
ら
の
 紐
 常
を
明
確
に
具
現
し
た
。
そ
の
臨
終
に
あ
た
っ
て
 、
 歎
 き
 悲

し
む
ア
ー
ナ
ン
ダ
⑥
（
 

レ
コ
 
が
 臣
宙
曲
に
 
、
ブ
ッ
 グ
 は
教
え
て
い
り
、
「
ア
ー
ナ
ン
ダ
 ょ
、
 私
は
か
っ
て
こ
の
 ょ
う
 に
説
い
た
で
は
な
い
か
。
 

お
よ
そ
生
じ
、
 存
 

在
し
 、
づ
 く
ら
れ
、
破
壊
さ
れ
る
法
、
そ
れ
が
破
滅
し
 な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
が
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
 ょ
、
 ど
 う
し
 て
あ
り
得
よ
う
か
。
 そ
 

 
 

 
 

そ
し
て
最
後
の
一
言
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
 、
 「
ビ
ク
 ら
 ょ
 、
な
ん
じ
ら
に
告
げ
 

よ
 う
 

諸
行
は
壊
 法
 で
あ
る
、
怠
る
こ
と
な
く
精
進
 せ
 よ
、
と
セ
ド
 
Ⅱ
が
Ⅰ
す
曲
日
日
 

倒
 の
が
（
（
）
 

甘
オ
ゴ
囲
 

r
a
.
 

の
 で
づ
曲
 

（
Ⅰ
）
 

ゆ
 宙
の
 
コ
 

 
 

そ
し
て
そ
の
深
更
、
ブ
ッ
ダ
の
 般
浬
盤
 と
と
も
に
、
 
滅
 ・
 無
常
・
 ネ
 ハ
ン
・
解
脱
を
 う
 た
 ぅ
喝
頚
が
 つ
く
ら
れ
た
 
，
 
（
 
1
 
5
 
O
 
）
 い
い
か
え
る
な
ら
ば
、
 

フ
ッ
ダ
 は
無
常
を
さ
と
り
、
無
常
を
教
え
、
無
常
を
実
践
 し
て
、
 ネ
 ハ
ン
を
実
現
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
 で
あ
ろ
う
。
 

ワ 

  



カント とプヴ   ダの 類似 と 異質 

 
 

マ
 ・
 プ
ッ
ダ
 
L
 が
数
あ
る
諸
本
を
す
べ
て
比
較
し
て
厳
密
な
対
 

照
 な
し
て
お
ら
れ
る
。
 

こ
こ
で
は
、
一
応
バ
ー
リ
長
部
の
「
 

大
 パ
 リ
ヰ
ッ
 
バ
ー
ナ
 
経
 」
 を
 引
用
す
る
。
即
ち
口
耳
・
 

づ
 。
 
目
目
 
，
 
づ
 ・
目
ト
 

Ⅱ
 
し
茗
 
・
Ⅱ
 

0
p
.
 

コ
 ・
 
b
.
 
ト
 
印
の
 

巧
甘
之
 ・
Ⅱ
 
0
 
㌃
 目
 ・
 
セ
 
・
 
目
う
 
・
こ
の
頚
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
 

中
 村
 教
授
、
上
掲
 
書
 、
二
一
二
ぺ
 
ー
 ジ
の
 註
 穏
か
ら
お
を
 参
 照
 。
 

8
 の
 
コ
 
・
Ⅹ
Ⅹ
 

目
ト
 
Ⅱ
（
 

8
.
 

ぎ
ぎ
 

9
 
 
バ
ー
リ
中
部
 

九
 、
「
正
見
 

経
経
 日
記
洋
三
よ
 

仁
 
（
（
 

ハ
 
」
（
 
目
 
ニ
 
・
 
セ
 
0
 
デ
戸
 
宅
 ，
 
ふ
 t
%
 
）
は
、
サ
ー
リ
 

ブ
グ
タ
 
の
 
説
 と
し
て
、
 

「
 
苦
 ・
苦
の
集
・
 

苦
ゆ
 

滅
 ・
苦
の
滅
に
至
る
道
」
を
論
じ
て
か
ら
、
「
老
死
・
老
死
の
集
 

老
死
の
滅
・
老
死
の
滅
に
至
る
道
」
「
 

生
 ・
生
の
集
・
生
の
 

滅
 ・
生
の
滅
に
至
る
 

道
 」
と
順
次
に
支
縁
起
の
各
文
に
及
び
、
最
後
に
「
無
明
・
 

無
 
明
 の
 
集
 ・
無
明
の
滅
・
無
明
の
滅
に
至
る
道
」
を
説
い
て
い
る
 

 
 

穏
 こ
れ
は
全
く
奇
抜
な
考
え
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
 

も
 
し
も
「
四
諦
」
の
う
ち
、
「
 

集
許
 
し
の
集
の
概
念
が
、
小
論
「
 

無
常
に
つ
い
て
」
中
に
 

典
拠
を
あ
げ
て
述
べ
た
よ
さ
に
、
 

生
 ・
 
集
 未
分
の
も
の
で
あ
る
 

な
ら
ば
、
第
二
と
第
三
の
諦
は
、
 

生
 ，
 
滅
 と
い
う
パ
ラ
レ
ル
の
 

概
念
、
即
ち
一
つ
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7
 
 の
 之
 ・
Ⅹ
Ⅹ
 
目
ト
臆
穣
 
㌢
 子
ま
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宗
教
と
社
会
の
相
互
関
係
の
研
究
は
マ
ッ
ク
ス
，
ウ
ェ
 

｜
 バ
ー
、
デ
ュ
ル
ケ
ー
 
ム
 に
よ
っ
て
、
そ
の
道
を
拓
か
れ
 コ
 ア
キ
ム
・
 
ヴ
ア
 

ッ
ハ
 に
 よ
 る
理
論
的
体
系
化
の
方
向
づ
け
を
経
て
、
現
在
 

メ
 ン
シ
ン
グ
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
一
般
研
究
の
分
野
に
 

お
い
て
み
小
数
社
会
学
と
 

し
て
 強
 自
の
性
格
を
ま
す
ま
す
明
確
忙
し
て
い
る
。
 

他
方
、
実
態
調
査
を
主
と
し
て
宗
教
と
社
会
の
関
係
を
 

探
求
す
る
特
殊
研
究
は
 ス
ヴ
ォ
ボ
ダ
 ハ
 
%
u
 （
 
オ
 ・
の
 
目
 。
 
吏
達
曲
 
）
ゼ
ー
ガ
ー
ス
 

自
称
 
口
 （
の
・
下
田
が
 

0
 
的
の
あ
）
 
ル
 ，
ブ
ラ
 n
 仏
 u
 （
の
・
ト
ヨ
 

Ⅱ
 
拐
 ）
を
開
拓
者
と
し
て
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
 
や
ソ
シ
 オ
グ
ラ
 フ
 に
よ
る
統
計
学
的
研
 

%
 
 究
か
ら
形
態
学
的
研
究
に
進
み
 
広
帆
 な
調
査
の
進
 展
 に
伴
っ
て
、
現
在
は
 
ボ
ツ
ヱ
 ン
タ
ハ
 喚
 U
 （
 
己
 ・
㏄
。
叫
び
の
 

目
汁
 
曲
 ）
 フ
月
 
ノ
ー
ル
八
片
口
ロ
（
 

弓
 

離
別
手
 
T
 
の
 岸
 こ
 
い
 Ⅱ
 
田
 
）
 ラ
 ベ
ン
ス
ハ
体
 
し
 （
 
P
 い
由
ヴ
ヴ
 

の
 
コ
 の
）
ハ
 
ン
 -
 
ブ
 イ
ナ
ッ
ハ
ー
ハ
 
独
し
 （
の
 
ぺ
 
色
目
 串
 ち
こ
 ノ
 ン
 ゲ
ス
ハ
独
 口
ハ
セ
づ
 

審
の
臣
 
幅
 の
の
）
 
ブ
イ
ヒ
 

鋒
 
タ
ー
ハ
 氷
 り
の
 由
 ・
 
局
ざ
ぽ
侍
簗
 

）
な
ど
に
よ
っ
て
類
 理
化
と
構
造
１
機
能
分
析
の
方
向
に
推
進
さ
れ
、
こ
の
 

方
面
か
ら
斯
学
の
体
系
化
に
 

寄
与
し
て
い
る
。
難
 

ぬ
 

め
 ・
ブ
ラ
の
流
れ
を
汲
む
こ
れ
ら
 

ョ
 l
 ロ
，
 パ
の
 実

証
宗
教
社
会
学
者
は
主
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
 

教
 と
社
 会
の
関
係
を
 、
 種
々
の
指
標
 

（
 
l
l
 

）
 

隷
を
設
定
し
て
調
査
研
究
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
 
就
 申
 、
宗
教
の
社
会
的
表
出
と
し
て
の
信
徒
の
宗
教
実
践
 

の
 実
態
に
注
目
し
、
こ
れ
と
 73@ (209) 

一
間
題
の
所
在
 

     
 

  

宗
教
実
践
と
社
会
一
経
済
的
 環
 境
 

斎
 

安
 

伸
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ど 際 
が 的 ョ   

曜 

五 な l     
十 大 口   
パ 都 ッ 

l 市 パ                                                           そ実席宗 れ 際に教 
セ の 諸 に に お と 

ン 美 国 体 調 け 社 
ト 践 に 一 
以 率 お   

干 た と 係 
め の 社 解 

、 低 調   
リ 還 か 

比 地 合 て な ひ 
で 置 と 

あ い っ 

少 都 し り た で 
い 市 て 、 社 あ 
地 に     使 余 る 
万 お 光 

  
用 要 が @ 

の い ず 資 因   
町 て 気   料 と こ 

村 も が     は の こ 

に 実 っ       
  め - 

主 関 で 
ひよ 践 （ く   に 係 は 
五 薬とこ   
十 が と Ⅰ の   
パ 僅 は 

  
六 @ を 定 の 

@ か 、     
屈 し 関 

セ 0 人   い て 係 
ン 例 ロ   、 述 を 

ト 外 面 斡 0 
  

比 ベ カ 

を を 万   較 る ト 

番 絵 を   資 こ リ   料 と ッ 

に て す も は ク 

上 そ よ ョ し 教 
廻 0 5 l た 徒 
る 殆 な ロ い の 
突 ん 国 日 

Ⅰ
Ⅰ
 
2
 
Ⅰ
 

意
義
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
、
さ
ら
に
調
査
上
の
技
術
的
 な
利
点
も
あ
っ
て
 、
 広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
 る
 。
 

と 教 
つ 徒 
て な 
重 村 
要 塞 
な と 

完 す 
教 る 
的 多 
義 く 

務 め 
で 調 

あ 査 
り に 
  お 

現 い 

て達 介 の 
ヨ @ ま   
ロ た 
ッ 代 
パ 表 

の 的 
宗 な 
数 も 

のは 社 4 ム 

  
に 曜 
お 日   
て き 

  サ 

イ 言 出 
徒 席 
の で 

笑 お 
践 る   
定 こ 

め れ 

は 指標 力 
と ト   
て ッ 

基 ク 

本 数 
的 徒 
え よ れこ 

(210) 

社
会
要
因
と
の
関
係
を
求
め
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
 

て
 し
る
。
信
徒
の
宗
教
実
践
に
は
種
々
の
種
類
と
程
度
が
 

あ
る
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
 篠
 



 
 

  

  

，
 ・
㍉
 下
 

宗教実践と社会経済的環境 

表 1 

西 ドイツ市町村く 人口 別 ) におけるカトリック 教徒数とその 宗教実践率 

(1954) 

カ ト リ ッ ク 教 徒 
市町村人口 別 

日曜ミサ 出席義務者 

カテゴリー 当該地区 実践率 実践率   
2,000 迄 ・ 5.876 17. 2 f65- 7 63. 7 79. 6 

3,441 13. 4 49.3 56. 4 70. 5 

5,000-100 ， 00O 7r945 38. 6 39. 5 46. 9 58.G 

100.000 以上 5,985 30. 8 37. 2 33. 9 42.4 

西 ドイツ全土 23,247 100.0 44. 6 49. 2 6 Ⅰ・ 5   

(F ． Groner ， Statistik@ der@ Katholischen@ Kirchengemeinde@ in@ Deutschland ， p ， 202 

表 5 より ノ 

実 ト こ のを ィ徒 践 

口 入 ラ ロ l   つ進関 に九 り 区ウ る 。 郡山 り 見 

  ン 者 十 ィ ； 十案 万践 パ市 l 、 銭ト 率で 十る 万 。 
デ 山 人 ッ ト   の 率 セ 人 は あ の 

宰 っ あ 規 ザ は ン ロ 四 り ウ   ） て る 模 ル 四 ト 二 0   
と 人 が と 

ラ ロ 、 人 、 ソ ブ 四で ・ あ 十 五五 ・ こ れン l 
イ 調 こ 口 ル 国 る の パ に に   グ 査 の の グ パ 。 り @ 対 お 

幸 大 デ を 日 ロ 営 所 間 
は パ の 行曜 ク の 究 に   
五 l 平 な ミ キ 立 は あ の ン し 市 ト ウ 信 

75 (2 Ⅰ 1) 
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表 2 西 ドイツにおける 人ロ利分類地域の 日曜ミサ出席率百分比 (1953) 

? ミサ出席   地 域 の 人 ロ 別 分 類   
59 67 68 52 44 32 

規則的出席不規則的出席 77 16   69 20 26 20 15 22 20 30 

例外的出席 4       11 19 21 23 

  出 席 皆 無 3           15 15 

ム口 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 

(E ． Rei   rotzR     ， Sozi   le@ Verf@   chtungen@ @@   der@ Bundesrepubli   ， S ． 41.@ J:@ 9@) 

六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
 

有
 義
務
者
出
席
率
は
 

セ
 0
.
 
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
と
低
く
な
 

り
、
 
人
ロ
五
千
よ
り
 

一
 
0
 万
の
 
ゲ
 マ
イ
ン
デ
で
は
平
均
 

出
席
率
が
四
六
・
九
パ
ー
セ
 

 
 

 
 

万
を
越
え
る
と
平
均
出
席
率
が
二
二
二
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
 

有
 義
務
者
出
席
が
四
二
・
 

四
パ
ー
セ
ン
ト
と
こ
こ
で
は
最
低
の
実
践
率
を
示
し
て
 

 
 

グ
ロ
ー
ナ
ー
は
以
上
の
よ
う
な
結
果
に
基
づ
い
て
人
口
 

の
 増
加
に
伴
っ
て
宗
教
 

実
践
が
低
下
す
る
こ
と
を
主
張
し
ょ
う
と
す
る
の
で
 

あ
る
。
ラ
 

イ
 グ
ロ
ッ
キ
は
 

グ
 

ロ
ー
ナ
ー
の
市
町
村
人
口
の
四
分
類
に
対
し
八
分
類
を
採
 

り
 、
ミ
サ
出
席
測
定
の
指
 

標
も
パ
ー
セ
ン
ト
直
こ
 

席
 、
出
席
皆
無
の
四
項
目
と
し
て
、
西
独
市
町
村
の
 

、
 
く
サ
 
出
席
と
人
口
の
関
係
を
 

調
査
し
、
グ
ロ
ー
ナ
ー
の
説
を
裏
書
ぎ
す
る
よ
う
な
 

結
 
 
 

参
照
）
 

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
以
上
 

に
 示
さ
れ
た
実
践
 

値
 が
分
 

類
別
市
町
村
の
平
均
値
で
あ
っ
て
個
々
の
市
町
村
の
実
 

践
 値
で
は
な
い
こ
と
で
あ
 

る
 。
市
町
村
の
宗
教
実
践
を
個
別
的
に
見
る
な
ら
ば
 

上
 記
の
平
均
現
象
と
全
く
対
照
 

的
な
例
を
 

、
 
・
こ
れ
ま
た
、
い
く
ら
で
も
見
出
す
こ
と
が
 

で
き
る
の
で
あ
る
。
 

先
に
ド
イ
ツ
の
資
料
に
 

ょ
 っ
た
か
ら
、
こ
こ
で
も
 

ド
ィ
 
ッ
の
 
資
料
に
よ
っ
て
こ
れ
 

を
 示
そ
 
う
 。
 

一
九
五
 

セ
年
 
十
二
月
、
ケ
ー
ニ
 

仁
 シ
ュ
タ
イ
ン
の
社
会
 

調
 査
 研
究
所
は
 

ノ
 ン
 ゲ
ス
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宗教実践と社会経済的環境 

表 3 フランス諸都市の 宗教実践率 

  
日曜ミサ出席者 義務者 

都 

市   調査年月日人       出席者総数   一般実践率実践率       79,594   13.20   Ⅰ 5 

トウルーズ   15.3.53   267.000 1953@   35.772   15.05   15   
21. 3.54 713,720( 含 近郊 ) 137,055     21 ～ 22 

39.93   00 35 00 33. 45 
53,800 36.09 

40 

1954 年 

リプルネ   6.2.55   19,474   3,184   17.99   19.1   
257,946 都市 49,548 20.63 

11.75   16. 8 
Ⅰ 8 

1954 年 

(J.Ch ざ Ⅱ ni "La V Ⅲ e et L,Eglise" Paris. 1958.pp.88 ～ 89 より ) 

（
 ミ
 ・
呂
の
 
ぢ
 ㏄
の
の
）
の
指
導
の
も
と
 

、
に
 リ
ン
ブ
ル
ガ
ー
地
方
（
白
日
午
 

口
 お
の
㍉
 吋
 
め
目
 
口
 ）
で
カ
ト
リ
ッ
ク
 

教
徒
の
日
曜
ミ
サ
出
席
一
斉
調
査
 

な
 行
な
っ
た
が
、
人
口
の
調
 密
し
 

た
 リ
ン
ブ
ル
グ
市
の
中
、
心
区
域
の
 

出
席
率
が
人
口
の
少
な
い
デ
ィ
ア
 

ス
 ポ
ラ
村
落
よ
り
高
く
、
ま
た
 ゲ
 

マ
イ
ン
デ
，
タ
ウ
 ヌ
ス
 よ
り
人
口
 

が
は
る
か
に
多
い
 ヴ
ヱ
 ス
タ
ー
 ヴ
 

ァ
 ル
ド
地
方
が
前
者
の
実
践
率
を
 

上
廻
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
 

て
い
る
。
メ
ン
 ゲ
ス
 は
、
こ
れ
ら
 

の
 結
果
か
ら
、
人
口
と
実
践
の
直
 

接
 関
係
を
は
つ
ぎ
り
否
定
し
て
い
 

（
 
5
 ）
 

る
 。
 

一
国
一
地
方
の
人
口
 別
 区
分
に
 

従
っ
て
見
ら
れ
た
実
践
率
平
均
が
 

人
口
 別
 各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
指
標
 人
 
77@ (213) 
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か
な
こ
 

宴
 す
 

一
つ
と
 

こ
れ
ま
 

か
 明
ら
 

軽
 （

 
1
 ）
 

（
 
つ
 十
）
 

（
 
3
 ）
 と

を
示
し
て
お
る
の
で
、
本
論
に
こ
れ
を
引
用
し
て
（
 表
 3
 参
照
）
こ
の
問
題
の
し
め
く
く
り
と
し
た
い
。
 

る
に
一
国
一
地
方
の
宗
教
実
践
に
見
ら
れ
る
一
般
傾
向
 8
 個
別
的
市
町
村
に
お
け
る
不
規
則
的
異
同
も
人
口
を
そ
 の
直
接
原
因
の
 

し
て
考
え
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
り
、
我
々
は
そ
れ
を
 他
の
社
会
的
要
因
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
考
え
 ら
れ
る
要
因
は
 

た
 種
々
あ
る
が
そ
の
中
か
ら
社
会
Ⅱ
経
済
的
環
境
を
 ク
 リ
テ
 リ
ウ
ム
と
し
て
選
ん
で
こ
れ
と
宗
教
実
践
の
関
係
を
 以
下
ど
れ
ほ
ど
 

か
に
し
た
い
。
 

実
践
率
は
日
曜
ミ
サ
出
席
者
の
当
該
地
区
居
住
の
全
信
徒
に
対
 す
る
比
率
及
び
、
出
席
の
義
務
を
有
し
な
い
七
歳
以
下
の
者
を
 除
い
た
出
席
者
 

の
 信
徒
総
数
か
ら
病
気
と
か
月
曜
日
の
公
共
機
関
勤
務
者
な
ど
 の
 義
務
免
除
者
を
差
引
い
た
残
り
に
対
す
る
比
率
の
両
方
が
 算
 出
さ
れ
る
。
本
論
 

に
お
い
て
は
後
者
の
有
義
務
者
実
践
率
を
採
用
し
た
。
 

ミ
 ・
の
 
三
 コ
レ
 コ
 N
 ゑ
 ・
し
げ
 力
 ③
 目
旧
 の
ま
の
の
㌧
 
S
 Ⅹ
乙
由
 の
 （
 木
ぃ
 （
 
け
 0
 由
 吋
 0
 コ
 -
 日
い
 岸
の
 
り
ヨ
ヨ
 の
 コ
 す
 い
 二
幅
 ヨ
ざ
彊
 コ
田
 0
 コ
 の
 0
 ド
あ
 俺
の
方
舟
 

0
3
 

コ
 -
 
臣
日
 ヌ
田
の
 
@
 

臣
乱
毛
の
 ㌔
の
 屈
 「
 0
 つ
い
・
 
ミ
 ず
 コ
ぢ
 S
.
 づ
 ・
 
べ
む
 

Ⅰ
 
0
 レ
勾
 同
 9
 
ロ
 の
 「
 @
 オ
 （
 之
 （
・
の
丘
 
N
3
 組
目
ぃ
 ま
 0
 コ
 年
の
「
ト
ギ
 
ゎ
す
 
の
 ぎ
 
0
 降
の
「
「
去
り
下
目
 
@
 
柑
コ
 ）
の
 
ウ
 P
 や
め
 つ
 三
つ
い
 ず
 の
 コ
 の
 墨
コ
ゴ
ハ
コ
 
 
 

Ⅱ
の
（
 0
 コ
の
 
（
・
の
（
 
い
 の
（
ず
ま
寸
ロ
 

の
 「
 オ
ぃ
 
（
 
プ
 0
 由
の
 
0
 オ
 0
 コ
 メ
 T
 リ
ブ
 
の
 コ
 幅
の
 
ヨ
 の
 -
 
コ
宙
 
0
 コ
 -
 
コ
ロ
の
 年
 （
の
ぃ
下
 

-
p
 
コ
 &
.
 

@
@
 の
 o
N
 
ざ
 -
0
 
㏄
 ぽ
 宙
の
ぺ
 
沐
寄
 。
 プ
 0
%
 
帆
 。
日
出
下
ロ
 
の
 ・
 w
 
ま
日
 
つ
 い
つ
 

P
@
 

い
つ
 
荘
 

い
て
も
宗
教
実
践
と
人
口
と
の
間
に
は
、
い
さ
さ
か
も
 一
 義
 的
な
関
係
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 

（
 
7
 ）
 

ノ
ェ
リ
二
 
㊤
 
0
 ア
鋒
田
ロ
 

ョ
 ）
が
一
九
五
八
年
に
発
表
し
た
 フ
ラ
ン
ス
諸
都
市
の
宗
教
実
践
表
は
彼
の
国
の
調
査
結
 
果
 で
も
こ
れ
が
明
ら
 

口
数
に
反
比
例
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
そ
の
限
り
 に
お
い
て
は
正
し
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
つ
て
実
践
率
 と
 市
町
村
の
人
口
数
に
 

必
ず
し
も
比
例
関
係
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
 ノ
 ン
 ゲ
ス
 が
否
定
し
た
の
は
、
こ
の
点
で
あ
る
。
 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
も
 ノ
 ン
 ゲ
ス
 の
主
張
を
裏
づ
け
る
こ
 と
の
で
き
る
資
料
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。
 

（
 
允
 
u
 
）
 

最
も
人
口
密
度
の
低
い
散
村
地
帯
（
の
下
の
目
の
 

い
 
の
色
の
俺
の
巨
 

の
 t
 
曳
こ
に
お
け
る
ミ
サ
出
席
は
極
め
て
低
い
。
ま
た
人
口
 十
方
 の
 イ
ン
ス
フ
ル
 

ッ
ク
 市
が
他
の
中
小
都
市
の
実
践
率
を
か
な
り
に
引
 き
離
 し
て
 三
セ
 ・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
 こ
れ
ら
中
小
都
市
に
お
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先
ず
前
に
挙
げ
た
ウ
ィ
ー
ン
の
教
会
社
会
調
査
研
究
所
 が
 一
九
六
 0
 年
 ま
で
に
行
な
っ
た
、
ブ
ル
ゲ
ン
ラ
ン
ト
 地
 万
一
七
四
 ゲ
マ
 

デ
 及
び
ザ
ル
ツ
ブ
ル
グ
地
方
一
五
二
 ゲ
 マ
イ
ン
ゲ
の
 調
 査
 結
果
に
基
づ
い
た
両
者
の
類
型
別
比
較
か
ら
そ
の
関
係
 を
 見
る
と
、
各
々
 

村
里
 ゲ
 マ
イ
ン
デ
」
（
 
L
 ）
の
 四
 0
 パ
一
 セ
ン
ト
以
上
が
 「
キ
リ
ス
ト
教
的
心
教
区
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
浪
ム
 
押
型
 ゲ
 マ
ィ
㌧
 
ノ
デ
 」
 

G
 ）
で
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
山
教
区
」
は
十
五
パ
ー
セ
 ン
ト
以
下
、
「
商
工
業
地
梨
 ゲ
 マ
イ
ン
 ヂ
 」
（
 G
 ）
も
 一
 一
 
①
パ
ー
セ
ン
ト
に
 

中
と
 

Ⅴ
（
 

ム
ヘ
 

@
 。
 

「
無
関
心
的
心
教
区
し
は
 L
 ゲ
 マ
イ
ン
デ
に
お
い
て
も
 半
 数
 以
上
を
占
め
て
は
い
る
が
 六
 0
 パ
一
 セ
ン
ト
以
下
で
 あ
る
の
に
対
し
 

G
 及
び
 G
 ゲ
 マ
イ
ン
デ
に
お
い
て
は
 八
 0
 パ
 l
 セ
ン
ト
 を
 上
廻
っ
て
い
る
こ
と
が
 旺
 目
さ
れ
る
。
両
地
方
に
お
 け
 る
 社
会
形
態
の
三
 

と
 宗
教
実
践
の
六
類
型
の
詳
細
な
関
・
係
は
表
 
4
 を
参
照
 さ
れ
た
い
。
 

類   満 （ 「 イ 

型 L た L 農 ン 

（
 
3
 ）
 

（
Ⅵ
）
完
全
に
 離
 教
化
し
て
い
る
地
区
。
 

（
 
A
 ）
キ
リ
ス
ト
教
的
心
教
区
（
日
曜
ミ
サ
出
席
信
徒
 
の
 出
席
率
が
総
信
徒
数
の
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
小
我
 区
 ）
 

（
 
1
 ）
高
い
実
践
率
が
単
に
宗
教
的
慣
習
の
反
映
で
は
 
な
く
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
に
支
え
ら
れ
て
い
る
地
区
。
 

（
Ⅱ
）
実
践
率
は
高
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
精
神
に
欠
 げ
て
い
る
地
区
。
 

（
 B
 ）
無
関
心
的
心
教
区
（
日
曜
ミ
サ
出
席
、
も
し
く
 
は
 復
活
祭
の
ミ
サ
出
席
の
信
徒
の
出
席
率
が
総
信
徒
数
の
 四
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
 満
 

た
な
い
が
、
し
か
し
、
冠
婚
葬
祭
そ
の
他
人
生
の
重
要
 事
件
に
際
し
て
は
全
信
徒
が
教
会
と
関
係
を
持
つ
て
い
る
 心
教
区
）
 

（
Ⅱ
）
キ
リ
ス
ト
教
的
な
中
核
組
織
が
存
在
し
て
僅
か
 な
が
ら
活
動
し
て
い
る
地
区
。
 

（
Ⅳ
）
キ
リ
ス
ト
教
的
な
中
核
組
織
は
存
在
し
な
い
が
、
 キ
リ
ス
ト
教
的
慣
習
が
残
存
し
て
い
る
地
区
。
 

（
 
C
 ）
布
教
心
教
区
（
両
親
が
信
徒
で
も
、
そ
れ
ら
の
 
子
供
た
ち
の
 二
 0
 パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
洗
礼
を
放
棄
し
て
 い
る
心
教
区
）
 

（
 
V
 ）
 離
 教
化
が
著
し
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
 あ
る
程
度
の
敬
意
は
失
っ
て
い
な
い
地
区
。
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宗教実践と社会経済的環境 

表 4 社会形態と宗教実践の 関係 

a.  アイゼンシュタット 教区 ( プルゲンラント ) 

宗 教 実 践 の 型 

社 会 形 態 1 1 Ⅱ 1 Ⅱ l Ⅴ -v   ム 

- 十 

  ? 「 数 l %    実 mr@5c.@l %   s&@rl %    実 wr@g@@l %    実数 @ %   
      

純 農村型 L 11 10 ． 5 32 30 ・ 5 60 57.1 2 1.9 105 100     
混合型 LG   5 9. 1 50 90. 9 一 一 55 100 

商工業地梨 （ ） G     2 Ⅰ 4. 3 12 85. 7 一 一 14   Ⅰ 00 

合                                                             2                         

b. ザ ルッ プルバ教区 

宗 教 実 践 の 型 

社会形 態   ⅠⅡ Ⅱ Ⅳ   
  

純 農村型 L ） 18 25 16 22 38 53 一 一 72 100 
（ 

混合型 LG 2 5 4 10 35 84.5   0.5 42 100 ） 
商工他業 型 （ G Ⅰ 3  6  17  31  80  一 一   38 100 

ム ロ " ブ 十   21   13.8   26   17.1   104   68.4       0.7   152   Ⅰ 00 

(ICARES ． Bericht@ 50.@ Wen@ 1960.@p ・ 28 よ @ ） 

がめて外産やか 対盛 れ 生 いし 精そ伝く業 
役 高 徳 へ 美 南 ら す が る ま る た 神 の 統見 地 宗 
割 編 来 の 開 工 埋 る キ こ れ た 安 が ま 的 ら 聖 教 
を 成 の 移 発 案 解 忘 り と る め 宏 文 ま な れ よ 実 
異 に 伝 動 の 型 で 誠 ス も こ 、 し 配 に 閉 る り 践 
す 際 統 、 途 の ぎ も ト 少 と 新 た し 残 鎖 と 農 の 
よ し 的 職 上 ゲ る 比教 く も ら 経 、 存 的 い 村 高 
ぅ て 夫 業 に マ 。 較 に   、 し 済 し し 共 5 型 さ 
な 新 司 階 あ べ こ 的 あ 共 ま い 的 か 、 同 現 の が 
こ し 体 屠 っ ン れ 強 る 回 た 方 基 も 万 林 家 ゲ   
と い が の て デ に い 場 休 そ 同 盟 王 事 がは マ 混 合型 崩壊社会にな 変化 労働 にお 対し とい 合、 の情 れ に への に恵 地 に 保 に 多く ン イ 

る 思 し に 力 い 混 ぅ こ 神 彩 動 ま 根 守 の こ デ や 
と 想 、 よ の て 合 こ れ 的 響 ぎ れ を 的 場 に に 商 

、 力 そ っ 内 は 型 と に 基 さ が て 下 な 合は 多 工 
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そ
 う
 。
 

持
ち
、
多
く
の
都
市
通
勤
者
の
居
住
す
る
 L
G
 ゲ
 マ
 イ
 

ブ
ル
ゲ
ン
ラ
ン
ト
地
方
の
タ
ー
ド
テ
ン
は
 純
 農
業
の
代
 

ン
デ
 の
シ
ュ
テ
ー
ゲ
ル
ス
バ
ッ
ハ
は
二
一
ニ
ハ
パ
ー
セ
ン
 

表
 的
な
 L
 ゲ
 マ
イ
ン
デ
で
あ
る
が
、
日
曜
ミ
サ
 有
 義
務
者
 

ト
 、
ノ
イ
フ
ェ
 

出
席
率
は
 

パ
ー
セ
ン
ト
、
メ
ル
ビ
ッ
シ
 ュ
 は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
 少
数
の
 L
 ゲ
 マ
イ
ン
デ
で
五
三
・
 
ニ
 パ
ー
セ
ン
ト
、
他
方
 、
地
区
中
心
 

葉
梨
 G
 ゲ
 マ
イ
ン
デ
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
住
 民
 の
 九
 0
 パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
が
、
実
践
率
は
 一
 五
 パ
ー
セ
ン
 

な
い
。
ザ
ル
 
ッ
 フ
ル
グ
地
方
に
お
い
て
も
代
表
的
な
 L
 ゲ
ル
マ
イ
ン
デ
、
サ
ン
ク
ト
コ
ロ
マ
ン
の
 有
 義
務
者
出
席
 率
は
六
四
・
 

ン
ト
 で
あ
る
が
、
 L
G
 ゲ
 マ
イ
ン
デ
の
ヴ
ォ
ー
ル
グ
ル
 
は
 三
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
 

G
 ゲ
 マ
イ
ン
デ
の
レ
ン
ド
は
 一
八
・
一
 く
 

（
 
4
 ）
 

を
 示
す
に
す
ぎ
な
い
。
（
表
 5
 参
照
）
 

こ
れ
ら
の
例
は
 ゲ
 マ
イ
ン
デ
の
類
型
と
宗
教
実
践
類
型
 の
 関
係
に
見
ら
え
る
特
徴
を
示
す
具
体
例
と
し
て
挙
げ
た
 も
の
で
、
 

つ
て
一
義
的
な
関
係
を
結
論
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
 い
 。
し
か
し
、
そ
の
特
徴
に
関
す
る
限
り
、
関
係
研
究
 が
 グ
ロ
ー
ナ
 

る
ご
と
く
 ゲ
 マ
イ
ン
デ
群
の
平
均
実
践
 値
 に
よ
ら
ず
に
、
 
い
ち
い
ち
 ゲ
 マ
イ
ン
デ
毎
の
実
践
 値
 に
当
つ
て
比
較
し
 て
得
た
も
の
 

け
に
、
こ
の
特
徴
を
生
ぜ
し
め
た
因
果
関
係
を
予
想
す
 る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

六
五
・
九
 

の
機
能
を
 

ル
ド
 は
 エ
 

ト
 に
す
ぎ
 

四
 パ
ー
セ
 

ー
セ
ン
ト
 

こ
れ
を
も
 

｜
 に
お
げ
 

で
あ
る
だ
 

さ
て
、
ブ
ル
ゲ
ン
ラ
ン
ド
、
ザ
ル
 ッ
 ブ
ル
グ
両
地
方
の
 ゲ
 マ
イ
ン
デ
の
類
型
相
互
関
係
の
特
徴
と
そ
の
原
因
分
析
 の
 要
旨
は
以
上
の
如
 

く
で
あ
る
が
、
次
に
両
地
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
各
類
型
の
 代
表
的
な
 ゲ
 7
4
 シ
デ
 を
選
ん
で
、
そ
の
宗
教
社
会
構
 旺
 
咀
の
要
点
を
具
体
的
に
示
 

は
 、
こ
の
間
の
事
情
を
示
す
。
も
の
と
言
え
よ
う
。
 

ち
な
み
に
、
 S
P
-
O
 の
勢
力
の
最
も
強
い
ウ
ィ
ー
ン
 市
 の
 宗
教
実
践
が
 

て
 注
目
に
価
し
よ
う
。
 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
最
低
と
い
う
事
実
は
そ
の
顕
著
な
一
例
 と
し
 

そ
れ
に
伴
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
無
関
心
の
傾
向
が
生
 ず
る
こ
と
も
充
分
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
 ァ
 に
お
い
て
保
守
党
 

（
 -
O
V
P
 
）
を
支
持
す
る
地
方
が
一
般
的
に
宗
教
実
践
が
 高
く
、
 反
 教
会
的
な
社
会
党
（
 S
P
-
O
 
）
を
支
持
す
る
 地
方
に
れ
が
低
い
こ
と
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宗教実践と社会経済的環境 

表 5  a. プルゲンランドの 代表的山教区の 日曜ミサ出席率 (1958) 教 区 トリック信者 (6 歳以上 ) 出席義務者数出席者実数 義 務 者 出 晴 

タードアン ・ 一 （ ） L 1,354 1,259 830 65.9% 
（ 

メルビッシュ L 
） 464 432 230 53.2% 

/ く ツ / ト 
シ ，テーゲルスて 官   2,066 1,777 384 21.6% 

（ 
/ ニフ ， ルド G 

） 2,097 1,950 291 14.9%   

b. ザ ルップルバ教区の 代表的山教区の 日曜ミサ出席率 (1958) 

      教 区   カトリック @ 者   昌 驚喜 姦   出席率義務者出席率   
  

サ、 ノ クト・ 
コ ロマン と 944 520   55.1 64.8% 

（ 
ヴォールグル L G   5,998 1,905 31. 8 37.4%       1,858 444 23. 9 28.1% 

(ICARES. Bericht 50. Wien l960. p.28 より ) 

キ 視 思 を 的 実   スト なの 因率 こつ三始 ト覚 小区、 全   
的 な つ で の の い   は l が 五 く に お り で 五   個別的 伝統 な ね ち、 いて、 はない 原因が 社会Ⅱ 地域も フラン 表 を 6 セント O 匹 パ O パ １ はそれ おける いて、 明確な 行なわ 五年か   れ 演 出 に 照 い セ ン 上 0 業で た一 例     
固 的 ブ   
ヤこ K こ ラ 

築 湖 と 

ぎ つ プ   

上 て う   
げ 、 l う に 教 で 。 そ実 の 践パし 0 対 債民と日にれ 徒のが 曜 かる 
た 嘗 ル な 限 美 美 概 率 l 、 の 五 で き げ こ   
地 つ は 側 も 践 践 
域 て 歴、 が な に が 観をセ農実 で ホ ン 業践パ 0 ぎサて の   
は 強 史 、 生 ぃ 影 低 お し の 大 宰 l る 。 出、 席 フラ よ 

視 力 的、 ず の 響 く る 、 小 口 が セ 調 う な 
左 に 要、 る で を   が 正 教 が 六 ン 査 ン 因 ' 

に 教 囚 、 の あ 及 G "  ま 業 因 が J  0  ト の ス 果 
王 化 を は り は 型 個 此 に 三 パ 以 綜 の 関 
る さ 苧寺       、 す 地 々 区 お 0 l 上 合 ク 係 
ま れ に に こ 社 域 の と い パ セ を 結 l の 
て ・ 、 重 下 れ 会 で 関 な て l ン 占 果 タ 存     
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  表 6 社会構造と宗教実践の 型 

クーバノス教区 (1955@  56) 

    社会形態   地 
区   

農業人ロ の 
住 民 比 

｜     

混 

  
工 地

 

ム
 

業
 

ペ
グ
 
ハ
ア
ダ
ダ
ク
セ
カ
シ
 

 
 型

 

型
 

  

  
  

ヴ ラ 

  
ァル ・ デ 

一 タ 

イ " ノ ト 

  
ュ ノン 

エ 

ヴ ィ ル 

    
一 ニ エ 

  セ ール 

シ ス   
タ ソ 

プ ル ー   

0
7
3
2
0
6
 

エ
 
Ⅰ
 
9
7
4
0
6
 

瓦
 

久
久
伍
Ⅰ
 0
9
8
3
2
2
9
2
 

5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
 

  

  

  

  

  

日曜ミサ出席率 
(20 歳以上 ) 

4
9
4
3
8
0
g
5
6
4
9
3
 

㏄
㏄
㎝
㏄
㏄
Ⅱ
㎝
・
㏄
㎎
㏄
 耶
 
㏄
 

24. 5 

  

p
a
s
t
r
a
l
e
 
e
t
@
 

e
@
 

 
 

0
9
 

田
 ）
 

 
 
m
 よ
 

 
 

S
 柁
 

e
@
4
@
 

c
1
 

 
 
 
 

 
 u
7
 

C
o
 
1
9
5
 

e
e
 
d
c
 

s
e
 
a
n
 

(
D
i
o
c
 

さ
 
C
o
u
t
 

型 い え フ の 会 ィ 例 ズ な     
こ あ 山 の れ 
と る 屈 行 た 
は か 畏 き 農 
た ら 村 居 村   例 地帯しか 、ょ カえ （ ま の ） た 0 の 挙 ） ン セ を ス ラ 

で 畏 友 そ 年 高 げ 教 ト 一 指 ト 変 エ 問 ，え 概にに ） な い地 @ 。 湖 村 び の 聞 さ て 区 l 四 滴 教 動 
題 「 ど 方 マ つ め シ 反 の の い （が バ 年 す を を 
で 農 に （ ル て 反 ュ 対 イ 重 るし 現 l の る 基 経 
あ 村 お 例 ク そ 教 タ の ェ 要 。 往 か ラ 。 盤 て 

(220) 84   

   
 



  

宗教実践と社会経済的環境 

表 7 社会形態と宗教実践の 関係 

イ ンスプル， ク市 (1958) 

  

宗 教 実 践 の 型 
ム ロ き Ⅰ 十 

心教区形態     
労働者地区型 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一   

混合地区型 一 一 Ⅰ 8 12 92 一 一 Ⅰ 3 Ⅰ 00 

市民地区型 一 一 一 一 S 100 -- -- 8 Ⅰ 00 ムロ ー 一 。 - 十 1  一 1  一 l l 

(ICARES. Ber. Nr. 50. p.28 より ) 

お し る た あ る ア 一 ト ナ こ る 

つつ非のる 。 し すり 従説農 はを り 、 果すよい とるりるし   
た つ キ は 。 従 か の 、 つ く 村 交 し の 強場 か て 交通 あるので 、 リス 単に ・ レ って し親 はそ のに でもの完あ 通 てでく合し 保は、 
あ （ 地 ト 学 ブ 井 伏 の の 歴 あ た 発 散 ろ 持 そ 嘗 
るし 方 数 間 ラ キ に た健史 るすら 達美 。 さ の つ 

。 小 的 的 や り お め も 的 。 ）し と 践 そ れ 伝 て 
教 鳳 輿 フ ス い で よ に 、 文 が し る 練 キ 
区 潮 味 ラ ト て お く 宗 こ 明 伝 て と が り 

な に に l 教   る な 教 れ 普 下 こ い 都 ス 

キ 射 よ ル 仏 こ と く 条 が 放 す の 5 市 ト 

リ し る を が の す 、 件 キ の る 宗 こ や 教 
ス て も し 地 よ る 孤 に リ 結 の 教 と エ の 

ト 、 め て 方 ぅ 。 立 志 ヌ、 果 は 的 は 地 教 
教 信 で 農 に な し ま ト で 、 伝 首 帯 化 
的 仰 は 村 も 型 教 あ 彼 絞 首 に が     
神 活 く お が 地 る 自 的精 るににで・ 。 ょ庫ぎ 
で の 、 げ る 域 農 給 
高 地 震 ろ 危 は 朽 目 神 とれば これがるべ 入 。 て透 参 
編 域 村 宗 険 ま の 足 入 ら 大 る ブ 、 し 
成 性 に 教 が す 多 し れ は 部 の う 農   
し を 波 夫 増 ま   
ょ 明 及 践 大 す 
さ ら し 調 し 少 それが 替 るこ 展々 反 分大都 つ 一 文、 ノ 一 レま １ 村 共同 

と か て 査 て く い 市 と 宗 市 ま 北 体 伝 
す に い に い な 宗 か に 教 の り の に ， 統 
る し く 馬医 る り 教 ら な 的 形 、 点 お と 

目 、 潜 り わ っ 英 遠 る 新 饗 そ な い な 
的 解 々 た け っ 践 く と 思、 で   の 主 て つ 

が 体 た て で あ を 隔 仮 想 あ 結 張 、 て 
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カ
ト
リ
ッ
ク
 国
 オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
非
キ
リ
ス
ト
 教
化
の
傾
向
も
大
き
な
問
題
で
あ
り
、
ウ
ィ
ー
ン
の
前
記
 研
究
所
は
全
国
約
三
 

千
 の
心
教
区
（
一
九
五
八
年
統
計
で
二
九
八
六
心
教
区
）
 の
 調
査
結
果
か
ら
、
宗
教
的
類
型
の
（
 1
 ）
に
属
す
る
 も
の
が
二
六
 0
 心
教
区
 

全
体
の
 ハ
 ・
七
パ
ー
セ
ン
ト
（
Ⅱ
）
に
属
す
る
も
の
が
 五
二
 0
 心
教
区
（
一
七
・
三
 パ
一
 セ
ン
ト
）
で
あ
る
に
 対
 し
、
 （
Ⅱ
）
に
属
す
る
も
 

美
形
態
を
と
っ
た
り
、
都
市
人
口
の
膨
張
に
伴
っ
て
 都
 

密
度
の
角
度
か
ら
で
は
な
く
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
お
 

性
格
形
態
と
宗
教
実
践
に
 、
 既
に
述
べ
た
よ
う
な
関
係
 

地
梨
 ゲ
 マ
イ
ン
デ
 や
 、
工
業
地
の
地
方
分
散
に
よ
っ
て
 

（
 
w
l
V
 ）
に
属
す
る
心
教
区
は
四
 0
 小
 教
区
で
、
こ
れ
 

さ
れ
る
よ
 う
 に
、
地
方
工
業
地
区
に
お
け
る
宗
教
実
践
 

し
て
い
る
 m
 型
心
教
区
が
 ム
 
「
後
の
社
 ム
 
互
変
動
の
過
程
に
 

と
は
 前
 仁
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
都
市
に
お
け
る
 

は
な
い
。
 

0
 が
 ニ
 ・
一
八
 0
 心
 教
区
（
 セ
ニ
 ・
七
パ
ー
セ
ン
ト
）
も
 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
全
土
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
的
 1
 Ⅱ
型
 

こ
こ
で
さ
ら
に
附
言
し
て
お
ぎ
た
い
の
ほ
、
農
村
の
宗
 

市
 勤
労
者
の
居
住
地
の
性
格
を
帯
び
て
く
る
都
市
近
辺
の
 

労
働
力
需
要
の
増
加
か
ら
地
区
外
へ
通
勤
者
を
供
給
し
た
 

が
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
ロ
 と
 実
践
 

お
い
て
Ⅳ
・
 V
.
 Ⅵ
型
の
方
向
に
進
む
や
も
し
れ
ぬ
こ
と
 

工
業
型
と
変
貌
す
る
 ゲ
 マ
イ
ン
 ヂ
 に
 紬
 関
心
型
五
が
多
い
 

い
て
な
ら
ば
成
立
す
る
も
の
と
舌
口
え
 
よ
う
 。
 

へ
の
影
響
分
析
に
も
こ
れ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
 

は
 全
体
の
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
が
、
 七
 0
 

教
 実
践
に
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
が
影
響
を
持
ち
、
そ
こ
に
 

あ
る
こ
と
を
報
告
（
一
九
六
 0
 年
 ）
し
て
教
会
当
局
に
 

は
 多
く
の
場
合
人
口
移
動
の
少
な
い
閉
鎖
的
な
農
村
型
 ゲ
 

警
告
を
発
し
て
い
る
。
 

混
合
型
も
し
く
は
居
住
 

あ
る
。
工
業
地
区
と
し
 

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
に
達
 

は
 予
想
に
難
い
こ
と
で
 

り
 、
生
活
改
善
か
ら
 兼
 

こ
と
は
 ゲ
 マ
イ
ン
デ
の
 

の
 関
係
も
単
な
る
数
や
 

歴
史
的
要
因
が
重
視
 

マ
イ
ン
デ
に
多
い
こ
 

て
は
同
様
の
形
態
を
示
し
て
も
、
第
一
次
世
界
大
戦
以
 一
 
助
か
ら
の
「
古
い
」
工
業
地
帯
と
第
二
次
世
界
大
戦
以
 
後
に
伸
張
し
た
「
 新
ら
 

し
い
」
工
業
地
帯
で
は
宗
教
実
践
に
か
な
り
の
差
が
見
 ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

前
者
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
舌
口
え
ば
ザ
ル
ツ
ブ
ル
グ
や
止
 
オ
ー
ス
ト
リ
ア
州
の
炭
坑
地
帯
や
ヴ
ィ
ナ
ー
・
 ノ
ヱ
シ
ュ
 タ
ッ
ト
な
ど
で
実
践
 

 
 

テ
ロ
ー
ル
の
 ヴ
ア
 ッ
テ
ン
、
 上
 オ
ー
ス
ト
リ
ア
川
中
央
 部
の
工
業
地
帯
な
ど
で
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て 他 践 （ そ 村 G く 的 宗 し あ 

都 ギ ロ 。 軸 一 一 

の の 都 控 に 

はオ 別 l とか 、 ぅ 

し ト 面 影 の 人 

  地 
it 盤 

と 

が 践 実 か グ ま た な 
さ つ   
  て 

ナ， @ お 
  

  
。 り 同 い マ 者 

  @ ま 

ン そ 

や ら   の 

てが 、 述主低に中スセ べ振 い佳例トン あ る G い も G 影 
影 都 た し 美 貴 外 ラ ト が ゲ て 安 ゲ 響 

マ い 定 マ な が 響を て践し的ス 市の ぃ - 率てに ブあ で、 同 ィ る し   し   ナ， @ ン ヤプ し 

デ も 閉 デ 主 

る ち ぇ 時に 実践たと与え る 。 ） g を示し 震 いる。 高い実 ルグ 面 るから やし 鎖 の と 

87@ (223) 

 
 

 
 



                                          『Ⅱ 

      註穿 り 、 しか ば 
        と そ 弛 か り 

問 0 Ⅰ の 方 し で 
                                                                              社の、 な   

  に は お   
つ 、 い こ 

ヰ - 
ど に へ の 

  か 都 の 均 
  

㌧ い 旺 年 

ト " Ⅰ " 
のデ の 

  か 用 ぃ 吋印   
  

学のつて の ㏄ t@ ト い Ⅰ     
師傾 ゴ       
ル 向       
プ見   
う ら 

。 に 優 も 

か れ な 男 主 
ら る る で 張 
た の     
な 対   の こ ろ 

  /= ノン               " そ   意 と よ 

お 教人の 
れ 所 プ 5 案目 他 

味 は ぅ 

た 者 
で 衆 に 

ラ ヨ   数 動 の 
こ の       で態学 以 加 恩 
と 研 下 の わ 
が 究 都 こ れ 
あ は 市 と る 

る 紬   の で   
チ   実 あ 
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術 だ 消 と 的 お 見 方 ,@  vr7 m 局 ト と 都 
的 そ し こ な い ら も こ 市 ぎ 以 九 宗 市 ョ   
宗 こ 、 ろ 精 て ね ま れ を な 上 ず 教 に l     みたが の フフめ 合 いが 。 力 オ l 実お 践け ロツ 。 円 
よ ッ 入 る 支 ロ で う う た そ ト ス の る パ 

    
り ク の 。 配 ッ あ ノ ン 諸 し り ト 関 頭 の @ ト 一   
所 ス 激 そ な パ る ス ス 教 て ッ リ 係 著 諸 臣 - を 求ウか ・しこ喜のが は は各 、 諸の区ウク 地昔 に ィ 教に示 ア を な都 低市 (2) Ⅰ り 

め ェ 生 甚 な 国 そ 万 部 お l 徒 そ そ調 に   
る @ 存 し いは の に パ げ ン に の う さ お 蔀 戸   
と バ 競 い も 政原比 り る 市 よ 例 。 に げ 市 ユ 

い l 争都 の 治 国 し l 千 と つ を つ る に   
ぅ の の 市 を と と て （ 均 の て 求 
現 所 場 化 円 宗 し 隣 人 実 密積 め 
家 請 と に に 教 て 上 口 銭 接 成 る 日曜日おける いては 木内 甘 のの - 
も ツ な よ 蔵 を こ つ 約 率 な さ と 

生 ァ り つ し 分 れ て 五 の 交 れ   
ず ゥ 、 て て 離 ら 仮 首 最 渉 て 一 関係ミサの すでに Ⅰ ヴ 年 @   
る バ 厚 、 い さ 巨 い 石 下 を い 九 本 出   

が i い 地 る せ 大 笑 ） 住 持 る 五 " @ 何 - " ム Ⅱ 弓 席     
、 ガ 食 方 。 る 都 践 と に つ郁 人 の 率 俺 " 

コ ル 国 や ま 万 両 率 な 位 高 市 年 初 が 
l テ 者 ま た針 の を る 置郵 で の め 周 
ロ ン 層 た 、 を 特 示 と し 周 あ 調 に 辺 

が 地 そ 確抹 し 、 て 辺 り 査 触 地 
， ; 鎗 見方 こ 立なて 実い 地なの れ 万 
底 荷 ら の．は し 社 い 践 る T 方 が結 た の 

民 の れ 古 枝 た 会 る 率 。 ）の ら 果 が @  出 
の 園 る い 術 が 形 。 は 
ム り 

千 百 ウ 、 席     
的性 こ 邦 仁都 び ィ に 践者 ン で ・ り 

精 格 こ 市播 は そ タ 低 率 日 面 は 低 
神 を で に の 一   
は 脱 あ も 瀬 田 性 l 一 いく   

ろ い 日 見 で 表 号 l l 
反 な 本 ら あ 的 え マ セ 
宗 い の れ り な る に ン   
教 の 首 る 、 政 こ お ト セ ー サま 的 越 
的 で都 ょ 世 治 と か を ン 丸 柱 な す 

ト ・ 民 例 2 
で 五 の な う し、 ても同 教会 下 反 、これ 東京で 共 うな 俗化の 都市で がで き 、 パ 九 挙 な 

的 ら あ 同 最 あ る 様 そ こ @ O げ 国 
。 の の れ セ パ て 際 

もよ 、 ノ @ 、 的 周辺 な共産 り の層が れば、 体は姿 も進ん 宗 、 近代 現象 トセ 都 な 
主 睨 ま を だ 教 に が 地 の に ン 市 大 
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と
こ
ろ
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
中
都
市
サ
ン
ク
ト
・
 

ポ
 ｜
 ル
テ
ン
の
司
教
 
座
 心
教
区
は
住
民
の
 
ハ
セ
 パ
ー
セ
ン
ト
 
が
 信
徒
で
あ
り
、
 
職
 

の
で
、
そ
れ
に
関
す
る
報
告
と
考
察
は
他
の
機
会
に
ゆ
 

 
 

か
の
宗
教
的
活
動
組
織
 

に
 参
加
し
て
い
る
者
が
四
・
五
 

パ
一
 セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
 

い
こ
と
を
一
言
目
し
て
破
面
 

目
 
く
入
 

{
 。
 

教
団
の
脱
皮
が
行
な
わ
れ
ず
、
 新
 ら
し
い
組
織
体
制
が
 確
立
さ
れ
て
い
る
な
 い
 こ
と
に
も
原
因
が
あ
り
と
す
る
の
 で
あ
る
。
 

こ
れ
と
同
時
に
信
徒
の
組
織
活
動
へ
の
 参
キ
 と
そ
の
あ
 り
 方
も
考
え
ら
る
べ
 き
 こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
本
 論
の
主
題
を
離
れ
る
 

ボ
ツ
ヱ
ン
タ
 
は
大
都
市
や
工
業
地
帯
、
労
働
者
地
区
の
 

離
 教
的
傾
向
に
対
し
て
、
そ
れ
を
推
進
さ
せ
る
社
会
Ⅱ
 

経
 清

酌
環
境
の
影
響
を
（
 

3
 ）
 

挙
げ
る
と
同
時
に
、
そ
の
原
因
が
新
事
態
に
対
応
で
ぎ
 

な
い
教
会
側
の
旧
態
依
然
た
る
司
牧
体
制
に
あ
る
こ
と
を
 

指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
 

義
や
社
会
主
義
に
向
 

5
 と
い
う
こ
と
に
な
る
。
日
本
の
 

新
興
宗
教
が
、
既
成
宗
教
の
伝
統
が
強
い
地
方
共
同
体
に
 

中
々
喰
い
込
め
な
い
よ
㏄
 

う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
興
宗
教
と
も
言
う
べ
き
文
宗
 

教
的
 思
想
は
キ
リ
ス
ト
教
伝
統
が
維
持
さ
れ
て
い
る
地
方
 

共
同
体
に
は
 
参
速
 し
に
 
恥
 

 
 

く
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
各
地
方
の
伝
統
的
規
範
の
制
 

約
か
ら
離
れ
て
都
会
を
目
指
す
個
人
を
、
労
働
力
と
し
て
 

大
量
に
受
け
入
れ
て
 

膨
 

張
 し
た
大
都
会
や
工
業
地
帯
 

に
 お
い
て
は
、
こ
れ
が
か
 

な
り
容
易
に
行
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
発
酵
し
た
 

新
 思
想
は
都
市
の
世
俗
 

思
 

想
 と
と
も
に
地
方
に
及
ん
で
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
考
え
 

ら
れ
る
。
 

新
思
想
が
国
外
か
ら
入
っ
て
来
る
場
合
も
先
ず
最
初
に
 

入
っ
て
く
る
の
は
国
際
的
大
都
市
で
あ
り
、
パ
リ
ー
、
 

ロ
 １
 7
 、
ウ
ィ
ー
ン
、
 

な
ど
は
こ
れ
ら
の
条
件
の
す
べ
て
に
 

適
 っ
て
い
る
の
で
 

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
宗
教
実
践
へ
の
影
響
が
大
都
 

ム
 
ス
の
 
信
徒
の
特
に
下
層
 

労
 

勘
者
層
日
曜
ミ
サ
出
席
の
低
率
と
い
う
形
で
現
わ
れ
て
 

い
る
と
言
 
う
 こ
と
が
で
き
よ
う
。
一
九
五
六
年
ズ
ッ
ク
 

ヘ
 
ミ
 
叫
の
仁
オ
 

り
 は
ウ
ィ
ー
ン
・
 

市
の
二
区
に
あ
る
労
働
者
地
区
（
労
働
者
の
住
民
地
四
三
 

パ
ー
セ
ン
ト
）
 

聖
ョ
 ハ
ン
心
教
区
の
宗
教
実
践
の
実
態
を
 

一
ケ
 
年
に
 亘
 つ
て
調
査
 

し
て
、
そ
の
論
文
仁
よ
っ
て
ウ
ィ
ー
ン
大
学
か
ら
学
位
 

を
 得
た
が
、
彼
の
得
た
こ
の
心
教
区
の
年
間
平
均
日
曜
 

ミ
 サ
 出
席
率
は
、
住
民
の
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の つ ウ 日 

ラ 
大 て ィ 曜 

ン ぎ 活 @ ミ 

さ 瀞 、 ノ サ 

よ 
  

@ し り 中 席 

Ⅴ ァ し 
つ " と 率 

者 Ⅴ @ し 一 "- " 働 べ ラ 内 、 影 中 丸 

の そ 警部 ・ 

れ を 市 正 

地 す て セ 

が 、   上ヒ 
図 る は ン 

か く ギ 及 の こ 環 ト 

び 宗 と 境 で、 

  的 起 に ン る 都 す   
い 践 ぎ し 働 職業 に な く 者 

対 い 異 地 
お   す 。 な 図 
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a
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 ゑ
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Ⅰ
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卜
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の
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ロ
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（
・
ア
フ
 錘
 
コ
ロ
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斗
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 ㏄
 り
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 C
 オ
 カ
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 四
 
し
の
～
・
 

之
ト
切
 0
.
I
b
@
 

口
 ・
 
ロ
 ・
の
 
印
 

    

-
 
l
 
Ⅱ
 
り
 ）
 

一
層
の
解
明
が
期
待
さ
れ
る
現
状
で
あ
る
。
 

都
市
に
お
け
る
宗
教
実
践
の
諸
相
は
、
こ
の
よ
う
に
 都
 市
の
形
態
、
地
区
の
型
や
そ
の
性
格
の
影
響
を
受
け
る
も
 の
で
あ
り
、
本
論
で
 

は
 国
際
的
大
都
市
、
工
業
都
市
、
労
働
者
地
区
な
ど
を
 取
上
げ
る
に
止
ま
っ
た
が
、
性
格
の
異
な
る
諸
都
市
及
び
 都
市
内
の
地
区
を
代
表
 

的
な
類
型
に
分
け
て
歴
史
的
な
考
慮
を
払
い
つ
っ
 、
こ
 れ
と
宗
教
実
践
の
関
係
を
探
求
す
る
こ
と
は
従
来
も
行
な
 わ
れ
て
ぎ
て
い
る
が
、
 

践
型
 と
の
関
係
を
ウ
ィ
ー
ン
の
研
究
所
の
報
告
か
ら
 引
 用
 し
て
こ
れ
を
本
論
中
表
 7
 に
示
す
か
ら
こ
れ
を
参
照
さ
 ね
 た
 い
 。
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
般
的
に
労
働
者
地
区
は
低
く
 、
，
 」
の
よ
 チ
な
 地
区
を
持
た
な
い
オ
フ
ィ
ス
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
 や
 自
由
業
者
の
多
い
 

イ
ン
ス
フ
ル
ッ
ク
市
の
高
率
は
こ
の
よ
う
な
都
市
の
性
 格
か
ら
も
考
え
ら
れ
よ
 う
 。
こ
の
市
に
お
け
る
夫
々
の
 小
 教
区
の
類
型
と
宗
教
案
 

区
は
三
 0
 乃
至
正
 0
 パ
ー
セ
ン
ト
、
個
中
産
者
層
地
区
 は
 
十
六
乃
至
 二
 0
 パ
ー
セ
ン
ト
、
 
一
 労
働
者
地
区
は
十
五
 パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
 

（
 
9
 ）
 

る
 。
 

ま
た
フ
タ
ー
ル
の
フ
ラ
ッ
セ
ル
の
 綜
ふ
 ロ
調
査
の
結
果
 ミ
 サ
 出
席
率
は
フ
ル
ジ
ョ
 ワ
 地
区
、
三
五
乃
至
六
五
パ
ー
セ
 ン
ト
、
中
産
者
層
 地
 

乃 ト 

票崖 

  
、 ノ地 
ト区 Ⅹ 

  
る 。 （ こ乃 一 

至 
十 
八 
  
  
セ 
ン 
  

ヤ @ し 

対 
し 

技 
  
労 
働 
者 
居 
4 玉 
地 
区 

八 
乃 
  至 

十   
  
  
  
セ 
ン 

  

工 

場 
労 
働 
者 
地 
区 

五 

  

て ・ て 
と ル ま も 丈 

こ給 ろ 与働 労 
で の 者 
面 高地 
記 い 区 

グ 熟 も 

ロ 練 フ 
l 労 う 

の 働 ン 
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な が の 
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た熟 7 練に 5 
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結 を 見 

果 、 造ら かれ 
ブ に な 
ル 上 い 
ジ 廻 か 

ョ る ら 
ワ こ で， 

地 と あ 
広 が る 
0 本   

目 さ し 

躍 れ か 
さ て も 

サ い メ 

出 る ? ン 

席 卜ゲ " 
率 ス 

@ ま   の 

  ノ り 一 丁 
  つ 
乃 ナ - @ 
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オ
 l
 ス
ト
リ
ア
全
国
平
均
で
は
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
都
市
中
実
践
 率
が
高
い
イ
ソ
ス
プ
ル
ッ
ク
 市
 七
・
五
パ
 l
 セ
ン
ト
で
、
最
高
 の
と
こ
ろ
で
も
 十
 

ハ
 ー
セ
ン
ト
に
み
た
な
い
。
 

ド
イ
ツ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
富
裕
階
層
が
中
産
者
層
よ
り
 実
践
率
が
低
い
こ
と
は
特
に
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
階
層
成
立
 の
 歴
史
的
条
件
や
 

（
 
5
 ）
 づ
占
 O
E
 
寸
 （
 
Q
.
 （
 
ヴ
声
 ㌧
 b
.
N
 

川
 t
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ぃ
 

（
 
6
 ）
 
コ
 ・
の
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臼
コ
 
・
 ぺ
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目
ぃ
コ
ず
 

-
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Ⅰ
 ル
ロ
ペ
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コ
 

n
O
 つ
 い
 せ
 隼
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呂
 枕
 簗
 0
 目
り
㌧
 舵
 （
～
の
 

ト
 
の
 印
つ
 

（
 
7
 ）
 
ユ
 @
.
 
ま
 @
.
 

ノ
 ミ
 
-
0
 

コ
の
の
 

@
@
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の
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N
N
@
 

巴
の
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0
1
 
オ
ゆ
 
-
 
（
 
コ
 @
 
の
 
m
=
 

㏄
 E
 口
ロ
）
一
八
 

甲
 。
 オ
 ）
 
ず
ゴ
 
の
の
 
せ
 0
 Ⅱ
す
 
%
 宜
コ
申
ゴ
 Ⅰ
 @
 
ヨ
サ
屈
 
Ⅱ
 
的
 0
 
Ⅱ
㌧
 曲
け
ヨ
 
・
Ⅱ
三
口
 づ
セ
 
・
 
ウ
い
 
l
 つ
 
つ
 

（
 
8
 ）
 り
 （
・
Ⅰ
・
の
 

ぺ
 
0
 の
・
Ⅰ
 
い
つ
 Ⅱ
 
ぃ
 岳
田
二
の
ぺ
 

臼
紺
ぎ
 暉
の
の
・
 

宙
ぃ
コ
り
ロ
 

の
 宙
 0
c
e
 

の
の
目
 

ぃ
 （
の
の
ご
ざ
・
㌧
 

り
ユ
っ
ト
 

の
り
㏄
 せ
 ・
切
目
 

（
 
9
 ）
Ⅱ
・
 目
 0
 年
 円
曲
 
Ⅱ
（
・
 
い
 の
 で
ハ
ヘ
 

。
あ
の
 

0
 の
印
の
し
Ⅱ
 
由
パ
臼
 
-
 
の
の
，
 
ト
 
の
り
 
り
 ・
Ⅰ
・
由
り
 

ぅ
 （
・
の
 
わ
 の
 わ
 ・
わ
 い
 ㌧
Ⅰ
 
0
 
～
（
・
 
之
 Ⅱ
 卜
 N
.
 
ト
 
の
切
の
・
 

つ
つ
 ㏄
 
つ
 @
 ㏄
 の
 

富
裕
の
程
度
か
ら
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

（
 
如
 ）
本
論
中
に
す
で
に
言
及
し
た
著
書
の
外
に
代
表
的
な
も
 
0
 を
 ニ
、
三
 あ
げ
て
み
る
と
、
 

中
口
 

o
d
N
m
 

巨
 p
,
I
 
コ
ら
 
u
 の
（
（
 

@
0
 
目
 0
 舌
ロ
 3
 車
。
三
の
（
の
 

コ
ロ
 
・
旨
の
ぎ
 
z
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Ⅱ
・
㌧
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目
 -
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目
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雑
誌
の
代
表
的
な
も
の
は
、
 

ぺ
円
 
Ⅱ
 
0
 
ゴ
 か
つ
り
り
 

由
の
㏄
 
0
 由
 0
-
0
 

の
 げ
 宙
の
の
Ⅱ
。
コ
内
 

@
0
 
コ
ダ
せ
目
サ
 

由
ぬ
 も
 の
Ⅱ
 
-
 
0
 
%
 

Ⅱ
。
 

由
 ㌧
の
の
 
O
C
-
0
-
O
 

幅
 -
e
 
 

隼
 0
 の
 ぺ
 
ひ
 %
 幅
 -
0
 
目
 や
 ㌧
 P
 二
の
 

ポ
立
 
り
 ㍉
 
ら
 0
 Ⅱ
 
l
 
イ
ハ
 
0
 Ⅰ
Ⅱ
 
0
 の
Ⅰ
。
コ
年
 

0
 コ
 N
.
 

Ⅱ
Ⅱ
 

e
w
 

ヴ
屈
 
㍉
 
ぬ
 ・
コ
ミ
小
臣
 

の
 0
0
-
 

止
コ
の
 
0
 ヨ
づ
 
お
の
・
 
目
レ
 
0
 目
日
出
 
田
 
に
ハ
 
抽
 

そ
の
外
、
ヨ
ー
ロ
ッ
 バ
 各
地
の
宗
教
調
査
研
究
所
の
調
査
報
告
 に
す
ぐ
れ
た
も
の
が
あ
る
が
、
市
販
さ
れ
て
い
な
い
の
で
省
略
 す
る
。
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干 の そ スバ ・ 乱 （。 いな つこ ドたァ 遺グト 地方のは の類 洞 、 一   
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し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
「
死
海
文
室
 目
 
」
の
中
心
を
な
す
も
の
 は
、
第
 

一
の
グ
ル
ー
プ
、
す
な
わ
ち
ク
ム
ラ
ン
写
本
群
で
あ
る
。
現
在
 ま
て
一
一
 

の
 洞
穴
か
ら
出
土
し
た
お
び
た
だ
し
い
断
片
は
六
 0
0
 種
に
近
 い
 文
書
を
 

本
 
已
む
と
い
わ
れ
る
が
、
巻
物
の
形
を
と
ど
め
て
い
る
も
の
は
 
一
 0
 前
後
 

で
、
他
は
一
文
書
に
つ
い
て
数
片
の
断
片
も
し
く
は
細
片
に
す
 ぎ
ず
、
 
お
 

る
 文
書
に
い
た
っ
て
は
わ
ず
か
一
片
 キ
 残
す
の
み
の
も
の
も
あ
 る
 。
 

こ
れ
ら
の
写
本
・
断
片
等
の
う
ち
で
、
現
在
ま
で
に
写
真
 や
、
  
 

編
集
に
 よ
 る
本
文
な
ど
の
公
刊
さ
れ
た
も
の
は
数
え
る
ほ
ど
し
 、
よ
へ
 

力
土
Ⅰ
 0
 

後
述
す
る
よ
う
に
洞
穴
Ⅰ
（
ク
ム
ラ
ン
洞
穴
 1
 
の
意
で
Ⅰ
 Q
 と
 略
記
す
 

る
 。
以
下
同
じ
ご
の
内
容
は
全
部
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
 
2
 Q
 は
 つ
い
 

て
は
「
 新
 エ
ル
サ
レ
ム
」
と
よ
ば
れ
る
ア
ラ
ム
語
断
片
、
 

3
Q
 で
 は
 有
名
な
 

「
銅
の
巻
物
」
と
、
「
イ
ザ
ヤ
書
註
解
し
の
初
め
の
部
分
の
み
。
 

6
Q
 
か
鎗
 

 
 

ら
出
た
「
ダ
マ
ス
コ
文
書
」
の
断
片
は
、
カ
イ
ロ
・
 ゲ
 
ニ
ザ
 出
 土
 の
回
書
（
 

と
の
比
較
に
役
立
つ
の
 て
 公
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
 、
ク
ム
ラ
 

L
5
5
 

で 発 
い 見 
る さ 

と れ 
い て 
え い 
よ る 

ぅ 。 2W の で 

    
の 

グ 
  
  
  
の 

内 
容 
@ 丈 

か 
えよ 

  
変 

@ ヒ 

に 
占邑 

  

  

  

望
 

展
 

最
近
の
「
死
海
軍
 本
し
 
研
究
か
ら
 

見
 

新
 

宏 

た
手
紙
や
契
約
書
な
ど
の
断
片
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
 も
組
九
二
 

 
 
 
 

世
紀
の
写
本
で
あ
る
。
 

一
方
、
ミ
ル
ド
遺
跡
は
、
紀
元
正
乃
至
六
世
紀
に
栄
え
て
い
た
 と
 推
定
 

さ
れ
る
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
式
修
道
院
の
廃
嘘
で
あ
っ
て
、
こ
こ
か
 ら
 出
土
し
 

た
 写
本
は
、
ア
ラ
ブ
 語
 ・
ギ
リ
シ
ア
語
，
ア
ラ
ム
語
で
記
さ
 れ
て
い
る
 

が
 、
こ
の
場
合
の
ア
ラ
ム
語
と
い
う
の
は
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
時
代
 の
 パ
レ
ス
 

チ
ナ
在
住
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
用
い
た
方
言
で
あ
る
。
そ
の
後
 こ
 の
 附
近
 か
 

ら
も
紀
元
二
世
紀
ご
ろ
の
も
の
と
思
わ
れ
る
 へ
 プ
ル
 語
 聖
書
写
 不
断
片
も
 

 
 



                  

ン
 洞
穴
の
 5
 ち
 そ
の
内
容
が
最
も
豊
富
で
、
最
も
重
要
な
 

4
Q
 に
つ
い
て
 

は
 、
わ
ず
か
に
 一
 
0
 種
 ほ
ど
の
断
片
が
軍
術
雑
誌
に
発
表
さ
れ
 

た
の
み
で
 

 
 

 
 

長
い
間
開
 

Ⅰ
 Q
 の
出
土
品
の
う
ち
、
 
聖
 マ
ル
コ
・
イ
ザ
ヤ
書
写
本
と
、
 

ハ
 バ
ク
 ク
 

書
 註
解
、
宗
規
要
覧
等
は
一
九
五
一
年
に
い
ち
早
く
ア
メ
リ
カ
 

オ
リ
エ
 

ン
ト
研
究
所
に
よ
っ
て
写
真
お
よ
び
印
刷
 

体
 転
記
本
文
が
刊
行
 
さ
れ
、
 一
 

万
、
ヘ
 プ
ル
大
字
の
購
入
し
た
イ
ザ
ヤ
書
、
感
謝
の
詩
篇
、
 

光
 の
子
 と
闇
 

の
子
の
戦
い
の
重
目
 

等
は
 、
一
九
五
四
ス
ー
 
ケ
ニ
ク
 お
よ
び
 ア
ヴ
   

手
で
出
版
さ
れ
た
。
つ
い
で
一
九
五
五
年
に
は
オ
ッ
ク
ス
フ
 

オ
ー
ド
 版
 

も
 ～
 
め
ハ
 
き
ぬ
「
～
 

ぬ
 
め
ぎ
～
き
心
㌔
㌣
 

目
 Ⅰ
 
ぬ
 
Ⅰ
さ
 も
 め
 
り
ぬ
 
「
～
Ⅰ
が
右
の
二
 
書
 に
含
ま
 

か
れ
な
か
っ
た
仮
称
「
ラ
メ
 
ク
 巻
物
」
が
開
か
れ
て
そ
の
一
部
 
の
 解
読
が
 

成
功
し
、
「
創
世
記
外
典
」
と
い
う
名
の
下
に
エ
ル
サ
レ
ム
で
 

 
 

た
 。
こ
れ
で
 
1
Q
 に
関
し
て
は
一
応
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
 

わ
け
で
あ
 

 
 
 
 

る
 。
 

右
に
の
べ
た
オ
ッ
ク
ス
フ
オ
ー
ド
の
シ
リ
ー
ズ
は
当
初
の
出
版
 

計
画
が
 

い
ち
じ
る
し
く
お
く
れ
、
一
九
六
一
年
に
よ
う
や
く
第
二
巻
が
 

 
 

ア
 ト
写
本
群
を
二
冊
に
お
さ
め
て
出
、
第
三
巻
は
「
 

小
 洞
穴
」
 写
本
を
ま
 

と
め
て
刊
行
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
 

一
九
五
二
年
に
発
見
さ
れ
た
 

4
Q
 は
、
そ
の
内
容
の
量
 
質
 と
も
 に
 1
Q
 

に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
ぬ
重
要
性
を
も
つ
と
判
断
さ
れ
て
い
る
が
 

、
こ
の
お
 

び
た
だ
し
い
写
本
群
を
整
理
、
研
究
す
る
た
め
に
、
 

英
 ・
 ナ
 ・
 独
等
 各
国
 

か
ら
え
ら
ば
れ
た
八
名
の
国
際
研
究
テ
ィ
ー
 

ム
 が
つ
く
ら
れ
た
 
こ
と
は
よ
 

く
 知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
八
名
と
は
、
モ
ン
 

シ
 ニ
オ
・
パ
ト
リ
 ク
 ・
 ス
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て
一
定
の
写
本
を
指
定
し
、
写
真
撮
影
と
解
読
、
出
版
の
許
可
 を
と
る
こ
 

と
に
な
る
由
で
あ
る
。
 

最
近
も
、
ク
レ
ア
モ
ン
ト
大
学
の
プ
ラ
ウ
ン
リ
ー
教
授
（
発
見
 当
時
の
 

エ
ル
サ
レ
ム
、
ア
メ
リ
カ
・
オ
リ
 ヱ
 ン
ト
研
究
所
員
で
、
最
初
 の
 研
究
者
 

の
 一
人
）
が
相
当
多
額
な
寄
金
を
得
て
、
あ
る
巻
物
の
研
究
 権
 を
 入
手
し
 

た
が
、
つ
い
に
ほ
と
ん
ど
一
字
も
解
読
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
 写
本
に
あ
 

た
っ
た
た
め
、
非
常
に
失
望
し
て
帰
国
し
た
と
い
う
話
を
 、
こ
 れ
も
左
近
 

教
授
が
伝
え
て
居
ら
れ
る
。
 

一
方
、
幸
運
に
も
保
存
状
態
の
よ
い
写
本
の
権
利
を
入
手
し
た
 
場
合
 

は
、
 実
り
の
多
い
成
果
が
え
ら
れ
る
。
最
近
号
の
ア
メ
リ
カ
 
オ
リ
エ
ン
 

ト
 研
究
所
季
報
（
 憶
お
 ～
～
 
ぬ
 ～
 ぎ
っ
 Ⅰ
 寒
 ぬ
も
き
ぬ
「
～
 
n
Q
 
お
の
寒
っ
 っ
 ～
の
も
 
ヰ
 

0
 ふ
 め
ぉ
 
～
 ミ
涛
の
 め
 め
ぬ
 
「
 ぃ
ダ
之
 0
.
 

）
の
 

5
-
 
田
の
ア
お
 ひ
り
 
）
に
は
、
 
昨
 年
度
 エ
 ル
 

詩
篇
巻
物
 ヒ
 研
究
の
予
備
的
報
告
が
収
録
さ
れ
で
い
る
。
こ
れ
 

も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
報
生
口
に
も
と
づ
い
て
短
い
紹
介
を
 

お
が
る
死
海
文
書
研
究
の
う
ち
で
も
、
も
つ
と
も
大
き
い
収
獲
 

て
 、
筆
者
の
責
を
果
し
た
い
と
思
 う
 。
 

サ
レ
ム
同
研
究
所
在
任
教
授
 J
.
A
.
 
サ
ン
ダ
ー
ス
博
士
に
よ
 

桂
 I
 

る
 
「
Ⅱ
 Q
 

は
 最
近
に
 

と
い
え
る
 

こ
こ
ろ
み
 

リ
 

ム
ラ
バ
 
ア
 ト
写
本
群
 
は
 つ
い
て
は
、
左
の
論
文
な
ら
び
に
 書
物
を
参
 

照
 。
 

年
 の
せ
 い
由
 
Ⅹ
、
 勾
 ・
 ニ
い
 
の
の
の
「
っ
目
の
の
年
の
 

プ
 う
年
「
ハ
プ
 

す
 p
 。
 
p
 （
 呂
 
-
 0
 目
Ⅱ
 
の
 

卸
 o
n
E
 
ヨ
 の
品
の
 
，
力
 ぬ
も
 
ぼ
め
憶
き
ミ
蛉
 
悪
ぃ
Ⅰ
Ⅹ
 、
 目
 0
 臣
の
 

Ⅰ
㌧
・
㏄
耳
印
 

｜
い
む
 

Ⅱ
 

宙
 0
 つ
 い
由
 
Ⅹ
。
 勾
 ・
 ，
の
 
二
日
 4
 百
の
の
 
零
 Ⅹ
活
の
 ダ
ひ
サ
 
q
p
 
年
 Ⅹ
 隼
 0
 呂
阜
 「
 い
す
ヴ
 
l
 

展 望 

p
 。
 
a
 （
 捲
 ～
 ヰ
 ～
 
d
 ：
㌧
 つ
 ・
め
の
の
 
l
 い
 ～
 の
 

ヲ
 
（
 @
-
@
@
@
.
 

Ⅰ
・
い
つ
・
…
 ト
 Ⅰ
ハ
 
%
 り
 -
 
の
 （
（
（
の
 
@
 
汁
の
か
 ピ
一
 
コ
ひ
 

㍉
 
o
@
@
d
@
p
q
 

-
 
ィ
 
ハ
 
0
 イ
ぎ
 の
 サ
 0
%
 

日
ひ
～
も
・
 

，
つ
つ
 ・
 0
 ～
の
 
l
 い
の
 
ト
 

し
の
 コ
 0
 岸
 。
日
出
マ
 
｜
 
宙
の
 つ
い
 Ⅰ
 ポ
 
@
 し
ず
 n
0
 
せ
 0
 エ
 の
の
 @
 
コ
 （
 す
の
 
Ⅰ
 臣
 Ⅰ
 ド
 の
ド
コ
 

円
 
り
の
の
の
「
（
 

目
 
Ⅰ
の
の
 ハ
 
Ⅴ
「
 
0
 （
（
の
の
 
ロ
 の
 ヨ
目
 Ⅱ
ハ
 
ブ
ヴ
 p
 、
り
こ
 

づ
の
メ
 （
の
。
 

づ
す
 む
い
す
の
の
（
い
せ
 

0
 す
 ・
）
 
0
 Ⅹ
（
 
0
 Ⅰ
 &
.
 ト
つ
 
の
 ト
 

の
 

ミ
ル
ド
遺
跡
な
ら
び
に
写
本
に
つ
い
て
の
文
献
と
し
て
は
 左
記
。
 

ン
 
ミ
 -
 
二
才
 -
 ）
・
 
円
 @
 
 
零
 C
 コ
 0
 
 Ⅰ
 コ
の
 
。
Ⅱ
 
-
 
で
臣
。
 
コ
 
0
%
 
 由
コ
の
 
-
 
の
ま
く
の
 
0
 つ
 

目
ぃ
ヨ
ひ
 の
 コ
ゎ
ゴ
 ユ
 %
0
.
 
ロ
 巴
の
の
（
 
ぎ
ず
コ
 
（
 呂
 ・
 ポ
づ
目
 Ⅰ
 

@
 Ⅹ
Ⅰ
 ポ
 ）
 こ
 ・
 キ
ぬ
史
ミ
 
0
%
 へ
す
 
安
心
ま
や
Ⅰ
Ⅹ
 、
ト
っ
 
白
の
つ
て
 

り
け
ウ
 
１
 %
 ㏄
 の
 

の
 
2
Q
 
、
 3
Q
 
、
 6
Q
 
、
 4
Q
 
の
各
洞
穴
の
出
土
写
本
の
 
う
 ち
 、
テ
ク
 

ス
ト
の
公
刊
さ
れ
た
主
な
も
の
を
左
に
あ
げ
る
。
な
お
詳
細
に
 つ
い
て
 

は
 、
最
後
に
あ
げ
た
邦
訳
文
献
を
参
照
。
 

い
 の
 

い
 き
 -
 
巨
 （
・
ワ
ミ
・
ょ
田
Ⅱ
ハ
 %
 ヨ
 0
 コ
ヰ
の
 舵
 Ⅱ
 ぃ
ヨ
ホ
 0
 二
の
 ロ
 の
の
 岸
 ヨ
ハ
 リ
コ
  
 

し
の
の
の
 
ヱ
せ
エ
 0
 コ
 年
の
下
ヒ
 か
 「
け
の
日
の
ヨ
名
 0
9
 

づ
ニ
 

帝
、
，
 

力
 め
史
 
な
ぬ
㏄
Ⅰ
 す
 ～
 
き
ぬ
，
ド
ポ
コ
 ・
）
の
り
の
も
 
ロ
 ・
㏄
㏄
 
ぃ
 i
 ㏄
ト
臣
 

の
 の
 

客
臣
 即
 。
 卜
円
 ・
 

へ
ま
ご
 め
 つ
め
 簗
も
ま
 

n
x
 

～
悪
き
・
の
臣
 

で
三
 ・
 毛
 ・
 P
 の
り
Ⅱ
 

つ
つ
・
い
い
 
宙
 

年
 の
せ
 い
目
 x
 、
 オ
 ・
 
キ
め
ぐ
ミ
め
 ㏄
～
 す
 ～
～
 
由
ミ
 や
 
い
 Ⅹ
 ，
 Ⅰ
の
り
㏄
 
づ
 で
り
切
り
  
 

の
の
 

㏄
 ま
 -
 和
ご
ヨ
 ，
 

秦
勺
 Ⅰ
 ぃ
幅
ョ
 0
%
 

釘
目
白
 

宙
 。
 0
 緯
 2
0
 

コ
（
 

巨
ゆ
 し
り
 ョ
 い
の
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0
 ロ
 
ヨ
 「
 
ハ
コ
 
・
の
（
 

0
 
（
（
 

e
 セ
ゲ
 
。
 
わ
 Ⅰ
く
ま
 

亜
 め
ぎ
安
心
 

ミ
 
め
 
-
 

Ⅰ
Ⅹ
（
（
（
・
 

ト
の
印
巾
 

，
 つ
つ
 
旬
ト
㏄
 

@
 
り
 
曲
 
㏄
 

悟
 O
 

 
 

 
 

㏄
 卜
め
 
0
 カ
 い
の
の
、
 

ド
 
の
中
 

p
.
 

Ⅰ
 
づ
 
・
㏄
つ
 

1
 
ド
㏄
 

ミ
 
%
 
へ
 
い
 
㏄
 
ヨ
 0
 
つ
あ
 
0
 
Ⅰ
中
ロ
つ
 

%
 
ア
の
 

Ⅱ
の
 
屈
ヨ
 
Ⅱ
㏄
づ
才
 

ギ
ド
す
 

の
 
c
 
「
 
0
 
目
Ⅹ
・
～
 

ヰ
 
～
 
d
,
.
 

Ⅰ
 
口
 
・
め
の
 

1
 
ひ
団
 

の
才
 
⑦
プ
リ
コ
・
 

ワ
ミ
 ・
 ，
や
何
 

～
の
的
 

呂
 の
ま
 
0
 
（
（
 
ゴ
 
の
 う
 0
 
コ
 
㎏
 0
 
（
 呂
 。
 
の
り
り
 

（
し
の
ま
（
 

鴛
 ）
 ヰ
っ
ヨ
 
Q
 ヒ
ヨ
 
（
Ⅰ
 

コ
 
：
 駒
ト
め
 

0
 わ
ト
お
 
・
 

ト
 
の
い
 

卜
 
・
 つ
つ
 
・
 ト
 
㏄
 
｜
ト
り
 

の
寸
 
年
 5
 ダ
 Ⅰ
・
 
毛
 ・
：
 
め
 
Ⅹ
。
往
年
 

ぎ
串
耳
ひ
 

Ⅰ
 
ヨ
ぃ
 
ユ
 %
 二
力
 
R
 串
 @
 
の
 
-
0
 

臣
 

申
 0
 
日
 0
 口
ヨ
「
 

笘
コ
 

Ⅰ
Ⅰ
 
田
 ト
ロ
ポ
 
メ
 （
 
セ
，
ト
の
 

り
の
 

-
 Ⅰ
Ⅰ
 

ト
 
㏄
 
い
 
1
 
ト
㏄
Ⅱ
 

の
 
）
 
@
 
の
 
幸
い
 
コ
 
-
p
-
.
 

ミ
 ・
・
…
Ⅱ
 

@
@
 

）
 
の
の
 

@
 
臣
コ
 
）
 
円
 
パ
円
 

コ
ヲ
や
コ
ニ
 

の
 
@
n
 

（
・
 

@
 
口
 
（
 
の
 ハ
コ
 
Ⅰ
 

円
の
 
Ⅹ
日
田
 
0
 
ニ
 （
 
ざ
ず
ヨ
 

・
ヒ
末
 

隠
桂
め
つ
め
め
 

～
 
貸
 
ま
ぬ
 
さ
｜
 

ヰ
ミ
 

さ
～
 

-
 の
由
 
Ⅰ
㌧
 

-
.
 
Ⅰ
 
せ
 ・
 ト
の
 

り
 
べ
，
づ
口
 

・
 
ト
ト
 

㏄
 
1
 
Ⅰ
 
ウ
つ
 

（
 て
咀
泄
 
Ⅳ
 杣
螢
甜
 0
 干
ヒ
，
 
v
 、
 
Ⅰ
 廿
回
軒
斗
汝
呼
 

恥
 な
し
 

ら
目
 0
 幅
ト
 
0
-
 ナ
ニ
 ・
，
下
名
の
ま
 モ
 ・
 
臼
お
 0
 せ
の
 
q
e
 
由
 
Ⅱ
Ⅰ
 
い
 ㎏
 ヨ
の
巨
 o
 ハ
 ト
 

0
0
 
ヨ
ヨ
 の
 目
巨
 Ⅱ
 セ
 0
 さ
 
㌧
の
 ヒ
ヨ
ポ
 Ⅹ
Ⅹ
 昌
守
 0
 ヨ
 

0
%
 ヨ
尽
ヲ
 ，
 旧
目
 ～
ぬ
り
～
～
 

烹
 Ⅰ
悪
 さ
き
 よ
き
め
㌔
 

ぬ
ド
ヰ
い
 

Ⅰ
Ⅰ
 
桧
 -
 Ⅰ
の
 
輻
卜
 
・
 づ
 ㌧
・
 宙
つ
｜
ド
旬
 

ン
 う
ヨ
 下
卜
円
 ・
Ⅰ
Ⅰ
の
 

T
e
 

降
の
 

2
0
 

コ
（
 

隼
 0
 Ⅰ
 卸
ニ
 。
 臣
ぃ
 Ⅰ
 ぃ
ヨ
 の
 0
 ヰ
 

Ⅱ
（
 
か
何
ヨ
の
コ
 

（
Ⅰ
の
千
の
「
 
0
 （
に
 ヒ
く
 監
の
ヒ
ヨ
コ
㌔
 

力
 ぬ
目
 
拭
 の
め
さ
 臣
白
 ま
ぬ
・
Ⅰ
Ⅹ
 
甘
 -
 ト
 0
 目
・
Ⅰ
や
・
 
り
の
 
㏄
 ｜
 

ト
つ
巾
 

二
口
の
Ⅰ
 
パ
し
 o
n
 

年
三
 

0
 二
打
（
巨
ひ
ヰ
岸
の
年
屈
し
ひ
の
の
「
（
 

Ⅰ
 0
 
日
 け
由
ヂ
 Ⅰ
㌧
の
 し
コ
ヨ
 
e
 の
：
：
：
ヒ
田
Ⅱ
 
申
目
 
㍉
八
口
 

Ⅹ
Ⅹ
 ポ
づ
 1
1
1
-
 

）
の
 
印
ゴ
つ
口
 ・
 い
ト
中
 
・
い
り
 

り
 

ま
 年
 コ
 （
 
z
-
 

コ
内
 

ぃ
 q
.
 

の
・
 

目
 ・
 頁
 Ⅱ
Ⅱ
㏄
項
目
。
 

臣
 侍
り
 白
 二
の
Ⅱ
 
曲
こ
い
 
Ⅱ
 e
 コ
弓
い
 の
㏄
 
目
 二
の
 

由
 の
の
ロ
口
り
す
め
の
 

ヴ
 目
安
 リ
 ヨ
 向
欝
由
 
の
由
ひ
 オ
宜
 年
 4
0
 
コ
 

0
%
 日
 「
 ぃ
コ
 
：
Ⅱ
 ト
 下
こ
 パ
 （
が
 
，
卜
っ
ま
，
セ
っ
 
・
）
 
い
廿
 

ト
い
ト
 

本
年
 す
 三
本
・
の
・
Ⅰ
キ
ミ
 Q
 か
 ～
 ぬ
ド
 
～
 
ぬ
さ
 ら
ま
り
生
も
 
オ
 に
 ヘ
ド
 も
さ
 Q
 悪
ま
 Ⅰ
㏄
 
さ
 

（
下
 
す
下
 
り
 コ
日
億
コ
 
内
の
 
コ
 笘
の
「
 
ゴ
 り
田
の
乙
の
「
的
の
「
下
オ
 

ド
し
｜
 

の
 う
 -
 
り
年
 0
 Ⅰ
丈
二
の
り
の
 

コ
 の
 0
 プ
 リ
臣
 0
 コ
・
 可
ア
由
 
0
 の
・
１
 
%
 あ
 （
 

ポ
 -
p
 
の
の
の
，
 

ト
 り
白
～
 
-
H
 
）
 宙
 土
色
 由
ヴ
の
ぺ
 

m
.
P
 

つ
り
～
・
 

ミ
ラ
 一
 ・
バ
ロ
 ウ
ズ
著
 新
見
 宏
 
・
加
納
敏
弘
 訳
 
「
死
海
写
本
」
 
ハ
 
%
 

潰
し
死
海
写
本
そ
の
後
の
発
見
三
八
四
 
｜
 三
九
一
頁
（
一
九
 -
 
/
 
、
一
 

牛
山
本
書
店
）
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イ
ド
 
・
 
，
 

  

  

展
 

「
一
九
六
一
年
一
一
月
一
 

0
 日
の
朝
：
：
：
：
・
パ
レ
ス
チ
 

ナ
 考
古
学
博
物
 

    
め
 ，
 
1
Q
 
の
 テ
 グ
ス
ト
に
つ
い
て
は
最
早
書
名
を
あ
げ
る
必
要
 

ス
ト
の
主
要
な
も
の
全
部
を
収
め
た
厳
密
な
邦
語
訳
が
日
本
聖
宝
 

は
な
い
で
 

目
草
 研
 

あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
際
附
言
し
て
お
ぎ
た
い
こ
と
は
、
 

1
Q
 
の
テ
ク
 

宛
所
所
員
十
名
の
協
力
で
完
成
し
、
近
日
刊
行
の
予
定
に
な
っ
 て
い
る
 

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
ク
ム
ラ
ン
写
本
テ
ク
ス
ト
の
邦
訳
と
し
 て
は
 最
 

初
の
成
果
で
あ
る
。
 

Ⅱ
 皿
 

u
Q
 
は
一
九
五
六
年
の
二
月
に
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
の
内
容
は
 ま
だ
 ほ
 

と
ん
ど
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
ク
ム
ラ
ン
写
本
中
唯
一
の
 何
 と
 い
わ
れ
る
 

ヨ
ブ
 記
の
ア
ラ
ム
語
 タ
ル
グ
ム
や
 、
古
代
 ヘ
フ
ル
 文
字
の
 
レ
ピ
 記
 写
本
な
 

ど
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
最
も
注
目
を
ひ
く
も
の
の
一
つ
は
 正
 典
の
詩
篇
 

を
 記
し
た
と
認
定
さ
れ
て
い
た
仮
称
「
Ⅱ
 Q
 
詩
篇
」
巻
物
で
あ
 つ
た
。
 

一
九
六
一
年
一
一
月
一
 
0
 日
 、
コ
ル
ゲ
イ
ト
・
ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
 神
学
校
 

教
授
 ジ
ヱ
 イ
ム
ズ
・
 

A
.
 

サ
ン
ダ
ー
ス
氏
は
、
こ
の
「
詩
篇
 巻
 物
 」
 緒
読
 

の
 仕
事
に
と
り
か
か
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
 
の
 サ
ン
，
 

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
在
住
の
富
豪
ケ
ネ
ス
・
 K
.
 ベ
ク
テ
ル
氏
の
寄
 附
 に
よ
 つ
 

て
 、
ア
メ
リ
カ
・
オ
リ
 ェ
 ン
ト
研
究
所
が
研
究
お
よ
び
出
版
の
 権
利
を
入
 

手
 し
た
と
い
わ
れ
る
。
前
に
の
べ
た
通
り
、
ヨ
ル
ダ
ン
王
国
は
 写
本
の
国
 

外
 移
出
を
認
め
な
い
の
で
、
万
一
そ
の
権
利
を
入
手
し
た
写
本
 が
 解
読
本
 

望
 

可
能
な
場
合
に
は
寄
附
者
の
好
意
は
空
し
く
な
る
わ
け
で
 あ
る
が
、
こ
の
 

u
Q
 
詩
篇
の
場
合
は
全
く
幸
運
で
あ
っ
た
。
 

      

館
 理
事
長
 

R
,
 

ド
 ・
ヴ
ォ
ー
神
父
。
同
館
管
理
者
ユ
ー
セ
フ
・
 

サ
 

テ
ル
Ⅱ
ア
メ
リ
カ
・
 
オ
り
ェ
 
ン
ト
研
究
所
寄
贈
 品
 L
 と
よ
 ふ
詩
ぬ
 ぬ
 巻
物
の
 

，
ド
氏
、
 

エ
ル
サ
レ
ム
・
ア
メ
リ
カ
・
オ
リ
ニ
ン
ト
研
究
所
々
・
 

長
 ポ
ー
ル
 

ラ
ッ
プ
 

教
授
と
、
私
と
は
、
博
物
館
に
集
っ
て
写
本
庫
か
ら
こ
の
巻
物
 を
と
り
 出
 

し
た
。
巻
物
を
開
く
の
に
必
要
な
手
続
き
に
つ
い
て
約
三
十
分
 間
 協
議
を
 

し
た
の
ち
、
私
は
、
博
物
館
で
公
式
に
は
㍉
 ェ
リ
サ
 ペ
ス
・
 
へ
 イ
 ・
 ベ
ク
 

研
究
を
開
始
し
た
 ピ
 

サ
ン
ダ
ー
ス
教
授
は
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
最
初
 0
 着
手
 

か
ら
同
じ
一
一
月
の
二
 0
 日
 ま
で
の
間
、
実
働
六
日
間
 は
ど
 で
 、
予
想
外
 

に
 早
く
 、
 固
く
巻
か
れ
て
い
た
こ
の
巻
物
を
開
く
こ
と
に
成
功
 し
た
の
で
 

あ
る
。
全
く
幸
運
と
い
う
ほ
か
は
な
い
が
、
は
じ
め
は
ど
 5
 条
 観
 的
に
見
 

つ
も
つ
て
も
、
も
っ
と
手
強
い
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
だ
け
に
 、
教
授
の
 

喜
び
も
 大
 ぎ
か
つ
た
に
ち
が
い
な
い
。
固
く
 巻
 ぎ
こ
ま
れ
て
い
 る
ば
か
り
 

か
、
 泥
 や
 ピ
ッ
チ
の
よ
う
な
物
質
が
こ
ぴ
り
つ
い
て
い
て
、
 

一
 方
の
端
は
 

黒
ず
ん
で
押
し
固
め
ら
れ
た
 よ
う
 に
見
え
た
こ
の
巻
物
を
開
く
 に
は
最
低
 

二
ヵ
月
 か
 、
そ
れ
以
上
は
か
か
る
と
い
う
の
が
当
初
の
見
と
お
 し
で
あ
 
っ
 

た
の
で
あ
る
。
 

こ
の
 ょ
う
 に
膠
着
し
た
巻
物
を
開
く
場
合
、
し
ば
し
ば
「
 給
湿
 理
窟
」
 
わ
と
 

用
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ふ
つ
り
の
 絵
湿
諾
 で
は
う
ま
く
行
か
 ず
 、
一
一
 

月
 三
 0
 日
に
い
た
っ
て
、
研
究
室
全
体
の
湿
度
を
高
め
る
と
い
 ぅ
 最
後
の
 

手
段
が
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
。
石
油
パ
ー
ナ
ー
の
上
に
湯
沸
し
を
 の
せ
て
 湯
 

気
を
立
た
せ
、
 
ド
 ・
ヴ
ォ
ー
神
父
が
た
ね
ち
れ
に
「
ト
ル
コ
 

風
 呂
 」
と
よ
の
 

ん
だ
研
究
室
内
で
巻
物
と
と
り
 く
 む
こ
と
半
日
、
同
日
午
後
二
 博
一
八
分
㏄
 

つ
い
に
完
全
に
開
く
こ
と
が
で
き
た
。
巻
物
の
一
端
の
黒
ず
ん
 だ
物
質
を
㏄
 

卍 

曲サ 



          

と
り
の
ぞ
く
た
め
、
わ
ず
か
二
・
五
ミ
リ
ほ
ど
切
り
と
ら
ね
ば
 

な
ら
な
か
 

つ
 た
が
、
こ
れ
が
唯
一
の
損
失
で
あ
っ
た
。
 

翌
三
 一
日
に
な
っ
て
、
こ
の
巻
物
の
筆
蹟
 

き
 、
別
に
分
類
さ
れ
 
て
あ
る
 

Ⅱ
 Q
 か
ら
の
断
片
と
比
較
検
討
し
た
結
果
、
同
一
の
酉
の
羊
皮
 

紙
 で
同
一
 

人
の
筆
蹟
に
よ
る
四
つ
の
断
片
を
発
見
し
た
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
 

に
 、
巻
物
 

そ
の
も
の
か
ら
は
が
れ
落
ち
た
断
片
を
の
ぞ
い
て
、
巻
物
の
開
 

い
た
長
さ
 

は
 全
長
三
・
八
九
メ
ー
ト
ル
で
、
五
枚
の
皮
革
 

片
 を
ぬ
い
合
せ
 て
あ
る
。
 

幅
は
最
大
一
 
セ
 ・
九
セ
ン
チ
、
最
小
一
五
セ
ン
チ
 

と
ふ
 ぞ
ろ
 い
で
あ
る
 

が
 、
そ
の
理
由
は
、
最
後
に
巻
物
を
巻
く
と
き
慌
て
て
巻
い
た
 

ら
し
く
、
 

現
在
蝕
ま
れ
ず
に
完
全
な
形
を
と
ど
め
て
い
る
一
方
の
端
が
き
 

ち
ん
と
そ
 

る
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
 

全
体
が
二
九
 
欄
 に
分
れ
て
い
る
が
、
最
後
の
欄
は
空
白
な
の
で
 

、
実
際
 

に
文
字
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
二
八
 

概
 で
あ
る
。
 
各
欄
に
、
ク
 ム
ラ
ン
の
 

他
の
写
本
に
見
ら
れ
る
の
と
同
様
の
罫
が
ひ
か
れ
て
い
る
。
 

文
 節
の
初
め
 

に
 イ
ン
デ
ン
ト
を
行
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
行
の
罫
線
の
間
 

隔
は
一
セ
 

ン
チ
内
外
、
上
部
の
マ
ー
ジ
ン
は
 

ニ
 セ
ン
チ
内
外
で
あ
る
。
 

筆
記
者
の
書
体
は
き
わ
め
て
個
性
的
で
、
書
体
 

学
 上
か
ら
は
 ク
 ム
ラ
ン
 

第
二
期
、
す
な
わ
ち
 
へ
 ロ
 チ
 時
代
の
書
物
用
借
書
体
と
考
え
 

ろ
 れ
る
。
 

現
在
の
状
態
で
は
一
概
一
四
１
１
 
一
セ
 
行
を
含
ん
で
い
る
が
、
 
本
来
は
 

三
一
二
三
行
ず
つ
一
概
に
重
日
か
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
、
 

し
 た
が
っ
て
 

巻
物
の
幅
も
二
五
セ
ン
チ
程
度
あ
っ
た
ら
し
い
。
長
さ
も
本
来
 

は
も
つ
と
 

長
 か
つ
た
と
考
え
ら
れ
、
Ⅱ
 

Q
 の
 聖
 マ
ル
コ
・
イ
ザ
ヤ
書
写
本
 

と
 同
じ
程
 

ー
あ
る
が
、
・
 

皮
 で
は
な
か
つ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
イ
ザ
ヤ
書
巻
物
は
 

l
1
Q
 

詩
篇
は
現
状
で
四
四
篇
の
詩
を
含
ん
で
い
る
の
 

セ
ノ
 
 
 

に
セ
 メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
あ
っ
た
と
す
れ
ば
 約
セ
 0
 篇
 以
上
の
詩
 を
お
さ
め
 

る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
れ
は
正
典
の
詩
篇
全
篇
の
半
数
で
あ
る
  
 

形
式
的
特
徴
は
と
も
か
く
、
内
容
に
少
し
ふ
れ
て
み
た
い
。
 ま
 ず
 巻
物
 

そ
の
も
の
に
は
、
正
典
詩
篇
の
う
ち
三
二
篇
の
全
部
も
し
く
は
 一
部
と
、
 

七
十
人
 訳
 に
あ
る
詩
篇
一
五
一
篇
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
 詩
篇
一
五
 

一
篇
 は
 つ
い
て
は
後
に
少
し
詳
し
く
 述
，
 へ
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
語
 訳
 ・
古
 う
 

テ
ン
 訳
 
・
 シ
り
嘉
訳
 等
に
の
み
あ
っ
て
 、
ヘ
 プ
ル
正
典
に
な
 い
 詩
で
あ
 

る
 。
 

次
に
、
本
来
の
巻
物
の
一
部
と
推
定
さ
れ
た
例
の
四
枚
の
断
片
 に
は
、
 

四
 篇
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
正
典
詩
篇
の
数
は
計
三
 六
 、
そ
れ
 

に
 先
の
詩
一
五
一
篇
を
加
え
、
さ
ら
に
正
典
 外
 の
 詩
 お
よ
び
 散
 又
が
セ
篇
 

捜
 入
さ
れ
て
居
る
の
で
、
総
計
四
四
篇
と
か
ぞ
え
る
の
で
あ
る
  
 

正
典
詩
篇
 中
 、
こ
の
写
本
に
見
ら
れ
る
も
の
は
次
の
通
り
で
あ
 る
 。
 こ
 

の
 順
序
は
今
日
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
如
何
な
る
写
本
仁
も
な
 い
 独
自
の
 

順
序
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
興
味
が
ふ
か
い
。
 

一
 0 五
 、
一
四
六
、
一
四
八
、
一
二
一
一
三
二
、
一
一
九
、
 

一
一
一
一
 

五
 、
一
三
六
、
一
一
八
、
一
四
五
、
一
三
九
、
一
三
七
・
一
三
八
 

、
 L
 
プ
 三
 、
 

一
四
一
、
一
三
三
、
一
四
四
、
一
四
二
、
一
四
三
、
一
四
九
、
一
 五
一
、
 

一
四
 0
 、
一
三
四
、
一
五
一
。
 

こ
こ
で
ち
 
2
 つ
と
 詩
 
一
五
一
篇
 は
 つ
い
て
附
言
し
て
お
ぎ
た
い
 。
 セ
十
 

人
夫
、
（
 ぎ
耳
 屈
ぃ
性
 
コ
綺
 
旧
約
聖
書
の
ギ
リ
シ
ア
語
訳
）
に
は
 詩
篇
一
五
 

0
 篇
の
後
に
一
つ
の
詩
が
つ
け
加
え
ら
れ
、
次
の
よ
う
な
標
題
 が
つ
い
て
 

い
る
。
 

「
こ
れ
は
ダ
ビ
デ
の
自
筆
の
詩
で
あ
り
、
番
外
で
あ
る
が
、
彼
が
  
 
コ
 ：
 
コ
 
)
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「
私
は
兄
弟
の
う
ち
の
い
と
小
さ
い
も
の
、
わ
が
父
の
家
の
末
輩
 

 
 

 
 

ア
テ
と
 一
騎
打
を
し
た
と
ぎ
の
作
で
あ
る
 

ピ
 

こ
の
詩
は
 
、
古
 ラ
テ
ン
訳
に
も
シ
リ
ア
語
訳
に
も
見
出
さ
れ
、
 

ま
た
 ア
 

タ
ナ
シ
 
@
 
ウ
ス
め
て
 Ⅱ
 
ノ
 
ケ
リ
つ
ハ
Ⅰ
 

ム
 への
由
里
口
笛
 

同
や
、
 
「
マ
リ
ア
か
ら
 
イ
グ
ナ
チ
 

ウ
ス
 へ
の
書
簡
」
と
称
す
る
偽
書
に
も
言
及
が
あ
る
。
 

セ
 十
人
 訳
 で
も
 写
 

本
に
よ
っ
て
少
し
異
な
り
、
シ
ナ
イ
写
本
で
は
こ
れ
を
 

詩
 一
五
 一
篇
と
よ
 

ん
で
い
る
が
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
本
で
は
番
外
に
扱
っ
て
 

い
 る
 。
 

こ
の
詩
の
内
容
は
 
、
セ
 節
に
わ
た
り
、
ダ
ビ
デ
の
生
口
白
の
形
で
 

の
 べ
 ろ
 

 
 
 
 

れ
て
い
る
が
、
大
意
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
 

あ
っ
て
 、
 父
の
家
の
羊
を
飼
っ
て
い
た
。
 

わ
た
し
の
手
は
楽
器
を
 
づ
 く
り
、
わ
た
し
の
指
は
手
 
琴
 に
た
く
 み
 

で
あ
っ
た
。
 

わ
た
し
は
さ
ん
び
を
主
に
捧
げ
、
主
は
み
ず
か
ら
聞
き
た
も
 

ヘ
ノ
 

@
 @
 

た
 。
主
は
そ
の
御
侠
 
を
っ
 か
わ
し
て
、
わ
た
し
を
父
の
羊
の
群
 

の
中
 

か
ら
引
き
上
げ
、
私
に
油
を
そ
そ
ぎ
 

た
 も
 う
た
 。
 

わ
た
し
の
兄
弟
た
ち
は
美
し
く
、
大
い
な
る
者
で
あ
る
の
に
、
 

主
 

は
 彼
ら
を
よ
し
と
さ
れ
な
か
つ
た
。
 

わ
た
し
は
異
邦
人
と
の
戦
い
に
出
で
ゆ
 

き
 、
そ
の
偶
像
の
呪
い
 
 
 

下
 に
身
を
置
い
た
。
 

し
か
し
、
わ
た
し
は
彼
に
伺
っ
て
剣
を
抜
き
、
彼
の
首
を
は
 

ね
 

て
 、
イ
ス
ラ
 ヱ
ル
 の
子
ら
か
ら
恥
を
と
り
の
ぞ
い
た
。
」
 

望
 

こ
の
詩
は
ダ
ビ
デ
の
生
涯
に
関
す
る
記
事
の
う
ち
、
 

列
 三
上
一
山
 
ぐ
セ
、
 

一
、
二
六
、
四
三
、
五
一
。
 

同
下
 六
・
五
、
歴
代
不
二
九
・
一
 

一
 
@
 
ハ
、
詩
 

展
セ
ハ
，
セ
 0
 、
八
九
・
二
 
0
 な
ど
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
 

 
 

る
が
ふ
 従
来
は
へ
プ
ル
語
原
文
が
知
ら
れ
て
い
な
か
つ
た
の
で
 、
ギ
リ
シ
 

ァ
 訳
に
際
し
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
解
さ
れ
て
い
た
   

に
 今
回
の
発
見
に
よ
 つ
 で
 へ
 プ
ル
語
原
作
の
存
在
が
証
明
さ
れ
 た
 ね
げ
 で
 

あ
る
。
た
だ
し
、
従
来
の
ギ
リ
シ
ア
語
・
ラ
テ
ン
語
・
シ
リ
ア
 語
の
諸
訳
 

と
ち
が
つ
て
、
最
後
の
一
節
で
ゴ
リ
ア
テ
を
た
お
し
た
こ
と
に
 は
ふ
れ
 ず
 

少
し
異
な
っ
た
表
現
を
と
う
て
い
る
と
い
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
 、
こ
の
 詩
 

0
 発
見
は
大
き
な
収
穫
で
あ
る
。
 

も
う
一
つ
の
収
穫
は
、
シ
リ
ア
語
訳
聖
書
に
の
み
知
ら
れ
て
い
 た
 四
 つ
 

の
詩
の
う
ち
の
二
つ
と
内
容
の
同
じ
 詩
が
こ
の
巻
物
に
見
出
さ
 

-
 

れ
た
こ
と
 

で
あ
る
。
一
八
八
七
年
に
 W
,
 ラ
 イ
 

ア
語
 テ
ク
 

ス
ト
を
発
表
し
、
さ
ら
に
一
九
三
 0
 年
に
は
マ
ル
テ
ィ
 

｜
ト
が
こ
 

れ
ら
の
詩
の
へ
プ
ル
原
文
を
推
定
し
て
、
シ
リ
ア
語
か
ら
の
 反
 訳
を
試
み
 

た
が
、
今
回
の
発
見
に
よ
っ
て
 へ
 プ
ル
語
の
原
型
が
判
明
し
 た
と
同
時
 

に
 、
ノ
ー
ト
の
推
定
原
文
の
正
確
さ
も
立
証
さ
れ
た
。
 

さ
て
、
巻
物
に
は
こ
の
ほ
か
、
散
文
の
挿
入
が
あ
る
が
、
こ
れ
 は
タ
ビ
 

デ
が
 作
っ
た
 詩
と
 歌
の
数
お
よ
び
そ
の
作
意
に
関
す
る
叙
述
で
 あ
っ
て
 、
 

そ
れ
に
よ
る
と
ダ
ビ
デ
の
作
に
な
る
 詩
歌
の
総
数
は
実
に
四
、
 

-
 

0
 五
 0
 篇
 

に
 上
る
と
あ
る
。
サ
ン
ダ
ー
ス
教
授
は
、
こ
の
数
と
、
 列
 三
上
 五
・
一
二
 

に
あ
る
、
ソ
ロ
モ
ン
が
作
っ
た
 %
 高
 三
 、
 0
0
0
 

と
歌
 

一
 、
 0
 五
 0
 と
い
 

ラ
数
 と
を
比
較
し
、
さ
ら
に
 セ
 十
人
訳
の
歴
代
 志
 上
四
・
三
 
三
 に
あ
る
 ソ
 

ロ
モ
ン
の
 

%
@
 

三
 、
 0
0
0
 

、
軟
玉
、
 

0
0
0
 

と
い
う
記
事
に
 言
及
し
 

 
 
 
 
 
 

て
 、
興
味
あ
る
話
題
を
提
供
し
て
い
る
。
 

 
 
 
 

u
Q
 詩
篇
巻
物
の
写
真
版
な
ら
び
に
批
判
的
校
訂
本
文
は
い
ず
 れ
オ
ッ
 

 
 

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
シ
リ
ー
ズ
に
収
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
 す
 で
に
こ
の
 

穏
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後
記
「
死
海
写
本
研
究
の
現
状
」
に
つ
い
て
書
く
よ
 
う
 に
 、
 と
い
う
 

編
集
者
か
ら
の
要
求
で
あ
っ
た
が
、
問
題
が
あ
ま
り
に
 大
 ぎ
く
 、
筆
者
の
 

ご
と
ぎ
者
の
到
底
な
し
 ぅ
る
 事
で
は
な
い
の
で
 表
 記
の
題
に
変
 

-
 

え
 、
最
近
 

の
 レ
ポ
ー
ト
の
一
つ
に
 
ス
ポ
ソ
ト
 
を
あ
て
て
紹
介
を
こ
こ
ろ
 み
た
。
 な
 

東
一
年
に
わ
た
り
ヨ
ル
ダ
ン
王
国
お
よ
び
 
ィ
ス
 シ
ェ
ル
共
和
 国
 に
お
い
 

予
備
報
告
に
も
窺
い
知
ら
れ
る
よ
 う
 に
幾
多
の
課
題
を
提
供
し
 て
 居
る
。
 

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
写
本
を
含
め
て
未
発
表
の
材
料
が
次
々
に
 公
 げ
に
さ
れ
 

る
 日
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

註
 Ⅱ
 

 
 

い
り
 Ⅰ
 ポ
メ
 ・
も
 ひ
 r
o
 
り
 
ひ
守
Ⅰ
 ノ
セ
ン
り
ぎ
 
@
 
す
べ
 
Ⅰ
 荻
 ち
つ
の
の
 み
ヒ
 p
u
 
ト
朝
も
 Q
 り
 

叱
り
色
も
の
 

に
吋
 Ⅰ
の
陣
ち
 
@
 
も
セ
 0
s
.
.
 
㏄
 ハ
 
0
%
 た
っ
て
っ
使
 

卜
 Ⅹ
 ミ
 Ⅰ
の
 
て
 Ⅱ
 め
 

㌔
 9
 ヰ
ヘ
 
9
%
 

0
.
 ロ
 ・
浮
い
 い
 ㌧
 わ
 ぬ
～
 
ま
ミ
 毎
の
 
-
 
す
 @
 ㌧
Ⅰ
も
 
卜
 Ⅰ
 い
も
わ
い
ド
 

@
@
 
叶
 求
め
馬
 
め
ト
む
さ
 
ミ
 ～
 
4
.
 

め
 り
 ～
 *
 Ⅰ
 さ
 悪
ま
ぬ
「
悪
き
、
 

n
 ま
ま
寸
ま
 吋
さ
俺
ま
 
～
（
 ぼ
ミ
 Q
 っ
韻
 
Ⅰ
 ト
討
 

諒
一
五
一
篇
に
関
し
て
は
主
と
し
て
左
を
参
照
。
 

の
毛
 二
の
・
 宙
 ・
 ロ
 ・
一
ト
お
日
さ
～
「
つ
も
 
悪
 （
～
 
ぎ
ぉ
 
叶
っ
～
 討
ぬ
 0
.
 
づ
 
Ⅰ
 
蓋
 

ぬ
 「
い
心
 
か
 ・
（
「
の
ま
の
の
 

年
ヴ
ゼ
カ
 ・
 
オ
 ・
 0
 （
（
 
-
 
の
ヒ
 
）
の
㏄
 ヨ
ヴ
 「
 ぎ
め
 の
・
 

ト
つ
 
Ⅱ
 ト
，
 Ⅰ
Ⅰ
・
 
め
切
 
㏄
 ト
 

の
う
ー
ル
フ
ス
第
三
 板
 に
も
と
ず
く
自
由
 
訳
 。
 

め
セ
 「
 o
c
e
 

め
出
 
Ⅰ
 
ミ
 湧
泉
 叩
浮
め
 め
っ
已
め
～
 

雙
患
 
㏄
 ぎ
 ～
～
 

c
a
 

～
 

く
山
ド
ハ
オ
ぬ
鋼
も
目
 

0
 ぬ
ヂ
 Ⅰ
Ⅹ
・
Ⅰ
㏄
の
 

べ
 ・
 づ
口
 
・
㏄
 
り
べ
 
・
 曲
 

の
之
 。
 ま
 ・
 紬
 
-
 
Ⅱ
 
り
 
@
 
の
 （
 
む
コ
ハ
 
の
 ピ
 Ⅱ
 @
 
の
り
 
プ
 空
ヴ
 
の
 Ⅱ
甘
の
～
の
Ⅰ
（
の
 

コ
悠
 
よ
 や
 
。
 オ
ペ
 
ゼ
つ
す
 
。
 コ
 

巾
の
土
日
の
 
コ
ニ
 
・
 N
 ト
穏
 ・
 か
ダ
 お
 き
 

て
 研
究
生
活
を
送
り
、
昨
年
八
月
に
帰
国
さ
れ
た
恩
師
左
近
 義
 慈
 
教
授
㏄
 
ェ
 

（
東
京
神
学
大
学
）
の
談
話
な
ら
び
に
ス
ラ
イ
ド
等
に
負
う
と
，
 

」
ろ
が
 多
 

 
 

 
 

 
  

 

い
こ
と
を
感
謝
を
も
つ
て
 特
 記
す
る
。
 

-
 

 
 

筆
者
は
青
山
学
院
大
学
法
学
部
宗
教
主
任
。
最
近
、
ミ
ラ
 一
 
・
  
 

ロ
ウ
ズ
 の
「
死
海
写
本
」
を
加
納
 政
 弘
氏
と
共
訳
さ
れ
た
。
（
 編
者
 

コ
し
）
 

-
@
,
 

口
 

  

滞 " 



  """"" " Ⅰ " Ⅰ 

                      

一
九
六
 0
 年
 十
月
か
ら
の
 
冬
 学
期
に
 
、
 私
は
世
界
教
会
会
議
の
留
 学
生
 

と
し
て
渡
欧
、
ス
イ
ス
の
バ
ー
ゼ
ル
に
来
た
。
そ
れ
以
来
、
一
 年
半
余
り
 

の
 滞
在
を
通
じ
て
、
私
の
知
り
得
た
限
り
で
の
ス
イ
ス
神
字
 界
 の
 近
況
を
 

報
 生
口
し
て
み
た
い
。
た
だ
し
、
ス
イ
ス
は
独
、
仏
、
伊
 
語
 の
三
 池
 域
 に
分
れ
 

て
い
て
（
も
う
一
つ
ロ
マ
ン
シ
ュ
語
と
い
う
公
認
 語
 が
あ
る
が
 
、
地
域
は
 

扶
く
、
文
化
的
意
義
も
小
さ
い
）
、
そ
れ
ぞ
れ
文
化
的
性
格
も
 栢
当
 に
異
 

つ
て
い
る
。
私
は
主
と
し
て
、
ド
イ
ツ
地
区
の
文
化
的
中
心
の
 一
つ
で
あ
 

る
 バ
ー
ゼ
ル
大
字
な
ら
び
に
 べ
ル
ン
 、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
市
大
字
 ほ
 つ
い
て
 

こ
こ
に
 暇
告
 す
る
。
な
お
、
チ
ュ
 

ヒ
 大
字
の
事
情
に
つ
 
い
て
は
、
 

現
在
同
大
学
に
留
学
中
の
国
際
基
督
教
大
学
講
師
高
森
昭
氏
の
 、
又
 ベ
ル
 

ン
 大
学
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
同
大
出
身
の
神
学
生
宮
 
ぃ
 「
 い
 の
 -
 し
ざ
 （
 
@
 「
 

    

転
機
に
立
つ
ス
イ
ス
の
神
学
界
 

 
 

川
 

主
治
 

  

(238)@ 102 

  

評 " 
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ま
で
は
通
用
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
が
な
く
 ほ
 な
い
 。
こ
れ
に
 

反
し
て
、
バ
ル
ト
の
講
義
は
 、
 ヤ
ス
パ
ー
ス
の
知
的
な
態
度
と
 ぽ
 対
照
的
 

に
 、
講
義
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
説
教
に
近
く
、
情
熱
に
あ
ふ
 
れ
て
ぃ
 

た
 。
彼
の
た
だ
神
の
啓
示
に
の
み
も
と
づ
く
と
す
る
狂
気
に
も
 似
た
激
し
 

い
 主
張
の
背
後
に
は
、
西
欧
近
代
文
明
の
根
本
的
な
病
患
を
み
 つ
め
る
 
一
 

人
の
偉
丈
夫
の
姿
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

私
の
聴
い
た
講
義
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
㌧
 巨
 0
 の
 
0
 で
三
の
隼
の
「
の
の
的
の
 

コ
ヒ
 

そ
 の
Ⅱ
 
田
 

（
 
六
 0
 年
ゑ
、
 
）
 
、
の
巨
由
ぺ
の
 
&
 の
 「
 円
 ～
 
ハ
コ
 
の
 
N
m
 
口
色
 
の
 口
 N
 
 
（
 上
 
八
一
年
夏
）
 
 
 

の
 和
解
論
の
口
目
 良
 
（
六
一
年
夏
ま
で
、
「
教
会
教
義
学
」
Ⅳ
 0
4
 ）
 、
 

Ⅱ
 ぎ
ま
プ
 Ⅰ
目
口
 

の
 @
 
コ
卸
は
 付
せ
 い
 コ
岨
 
臼
ざ
 。
甘
の
円
 
オ
り
 
0
-
 
っ
む
 
ず
（
 上
 
八
一
年
 冬
、
、
 

最
終
講
義
）
で
あ
っ
た
。
バ
ル
ト
の
最
終
講
義
は
、
そ
の
 十
セ
 回
の
講
義
 

に
そ
れ
ぞ
れ
「
言
葉
」
「
証
し
」
「
教
会
」
「
信
仰
」
「
孤
独
 」
「
 愛
 」
 

な
ど
と
い
う
題
が
つ
け
ら
れ
て
居
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
 神
学
的
実
 

存
 を
あ
ぎ
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
 後
任
 は
未
 

定
 で
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
か
ら
、
 

パ
ド
ニ
 Ⅰ
 繍
毛
 @
 
（
 
ゴ
や
メ
 ・
Ⅰ
 
0
 の
の
 
コ
 ト
リ
コ
 

コ
 

が
 兼
任
で
一
宇
期
限
り
の
講
義
を
受
持
つ
て
い
る
。
 ャ
 ス
パ
ー
 ス
と
 同
時
 

に
 六
十
一
年
夏
学
期
で
引
退
す
る
筈
で
あ
っ
た
バ
ル
ト
は
 、
次
 早
期
の
 講
 

義
 要
目
に
、
講
義
、
演
習
な
し
、
自
宅
の
近
く
の
レ
ス
ト
ラ
ン
 で
英
 独
仏
 

の
 テ
キ
ス
ト
で
教
会
教
義
字
を
コ
ロ
ッ
キ
 ウ
ム
 の
形
で
つ
づ
 
け
 る
と
誌
し
 

て
い
る
。
パ
ル
ト
の
 牡
 任
の
選
考
 は
 、
困
難
を
極
め
多
く
の
 候
 補
 の
 中
か
 

ら
 、
ポ
ン
時
代
バ
ル
ト
の
下
で
最
初
に
学
位
を
と
っ
た
 

べ
  
 

田
了
 三
の
。
 目
き
 （
 
い
 
の
 ぺ
 が
ま
ず
神
学
部
教
授
会
で
選
ば
れ
た
 

コ
ル
⑨
 

 
 
 
 

ヴ
ィ
，
ツ
ア
ー
は
未
だ
大
き
な
体
系
的
著
作
こ
そ
書
い
て
い
な
 い
が
、
 東
 

独
な
ど
共
産
主
義
国
に
お
け
る
教
会
の
問
題
で
、
鋭
い
セ
ン
ス
 の
あ
る
 発
 

℡
 



              Ⅰ 

青
 な
し
て
注
目
を
浴
び
て
い
た
の
で
、
こ
の
決
定
は
、
バ
ル
ト
 を
し
た
り
 

て
 バ
ー
ゼ
ル
に
集
っ
て
い
た
二
百
名
に
近
い
各
国
の
神
字
 
生
 を
 悦
ば
せ
 

た
 。
と
こ
ろ
が
六
十
一
年
六
月
に
は
い
つ
て
こ
の
問
題
が
市
の
 教
育
委
員
 

会
 で
決
定
さ
れ
る
直
前
に
、
ま
ず
チ
ュ
ー
リ
，
 ヒ
 方
面
の
小
さ
 
な
地
方
 

紙
に
 、
ス
イ
ス
の
生
ん
だ
世
界
的
神
学
者
バ
ル
ト
の
後
任
に
 プ
 ロ
コ
 .
.
,
 

ユ
 

ニ
ス
ト
の
疑
い
の
あ
る
ド
イ
ツ
人
教
授
・
を
迎
え
る
こ
と
は
妥
当
 

か
 否
か
と
 

い
 う
 問
が
提
起
さ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
バ
ー
ゼ
ル
の
 諸
新
聞
が
 

こ
れ
を
と
り
あ
げ
た
。
こ
れ
は
、
ス
イ
ス
の
反
共
的
世
論
な
ら
 び
に
 反
ド
 

イ
ツ
 的
 感
情
に
よ
る
も
の
と
も
い
え
よ
 う
 が
、
と
も
 角
 、
一
神
 宇
 教
授
の
 

後
任
問
題
を
め
ぐ
り
、
一
般
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
こ
れ
種
の
 騒
ぎ
を
し
 

た
の
は
意
外
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
結
果
市
の
教
育
委
員
会
は
決
 定
を
延
期
 

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
バ
ル
ト
は
上
記
の
最
終
講
義
と
、
 
O
p
-
 
せ
 -
 
コ
 

の
目
の
（
 
@
 
（
 
C
 （
 
@
o
I
 
ぺ
 
0
 
口
目
守
の
演
習
を
も
 う
一
 学
期
つ
づ
け
 る
 事
と
な
 

つ
た
。
そ
の
後
第
二
候
補
と
し
て
ボ
ン
の
 ミ
 ・
 屈
お
音
 
教
授
、
 
第
三
候
補
 

と
し
て
パ
ー
ゼ
ル
の
教
会
 史
 教
授
 
ミ
 ・
の
り
斤
目
 が
、
 更
に
 、
 第
四
、
第
 

五
 候
補
と
し
て
バ
ー
ゼ
ル
の
員
外
教
授
 
q
.
 
田
ヱ
 
や
私
 講
師
 
由
 土
戸
ヱ
。
 
ア
 

0
 年
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
た
が
、
市
の
教
育
委
員
会
で
は
結
論
が
 出
ず
 、
結
 

局
 市
当
局
の
決
断
を
ま
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
市
当
局
は
、
二
人
  
 

八
教
師
を
避
け
、
第
三
候
補
の
ガ
イ
ガ
ー
を
指
名
し
ょ
う
と
し
た
 
 
 

ガ
 ー
は
、
自
分
が
歴
史
家
で
あ
り
、
教
義
字
専
攻
の
オ
ッ
ト
 よ
 り
 先
に
た
 

た
な
い
と
の
意
志
表
示
を
し
た
た
め
、
バ
ー
ゼ
ル
出
身
の
三
寸
 二
歳
の
私
 

講
師
ハ
イ
ン
リ
，
 

ヒ
 ・
 オ
 

正
式
に
バ
ル
ト
の
後
任
 
に
 選
ば
れ
 

た
 。
ガ
ッ
ト
は
バ
ル
ト
の
も
と
で
、
博
士
論
文
ら
ま
き
 

帝
討
 Ⅰ
 夷
ミ
 さ
も
 

由
ゑ
 ㌻
 養
い
 さ
と
 オ
 ～
 雨
 ～
ぉ
曲
 
ぬ
 「
 づ
鮎
っ
ぎ
吋
ぎ
力
 ・
 馬
窯
 に
ま
Ⅰ
 お
 さ
 ㏄
（
Ⅰ
の
り
 

曲
、
 

目
 0
%
 
Ⅰ
 円
む
ヴ
ぎ
 
的
の
 
コ
 ）
を
書
い
て
居
り
、
バ
ル
ト
神
学
の
 、
神
 学
の
出
発
 
0
1
4
 

占
 と
し
て
の
公
理
的
正
当
性
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
も
プ
ル
ト
 マ
ン
神
字
 

の
 意
義
を
出
来
る
だ
 け
 評
価
し
ょ
う
と
す
る
立
場
を
と
う
て
い
 
 
 

の
 バ
ル
ト
と
同
様
、
彼
も
現
代
の
精
神
的
状
況
の
中
で
、
如
何
に
 

し
て
説
教
 

が
 可
能
か
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
論
文
 へ
ぬ
 
「
 旺
ゑ
 
ミ
田
～
 
ぬ
 ま
 %
 ぬ
 

悪
ま
 
斗
 Ⅱ
 H
 ㌦
 ト
 心
さ
 
い
 1
,
 
ら
ぃ
も
Ⅰ
 
3
 和
夫
 
ミ
い
求
 Ⅰ
片
ぃ
㌻
Ⅰ
 
雨
 守
っ
さ
も
 
壺
ド
セ
 「
 の
 も
～
 
匝
 ～
 ｜
 

ト
 の
申
の
（
の
 
0
 （
（
 
巨
而
 
-
 
Ⅰ
 メ
ト
俺
 
：
 ぬ
由
 
～
 ナ
つ
ア
億
 
・
Ⅰ
Ⅰ
 
ル
コ
オ
 
Ⅰ
 
仁
 「
（
 

p
.
 

呂
 ・
）
 
に
よ
っ
て
 

も
 明
か
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
解
釈
学
の
意
義
を
認
め
よ
う
と
い
 ぅ
 の
で
あ
 

る
が
、
い
わ
ゆ
る
プ
ル
ト
マ
 ソ
字
 派
の
解
釈
 字
 に
は
あ
ぎ
た
ら
 ず
 、
プ
ル
 

ト
マ
 ソ
 の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
理
解
が
誤
つ
て
い
る
こ
と
を
明
か
に
 し
そ
の
著
 

書
 、
 鯉
 ～
：
 ，
 ：
も
も
 め
 ：
 蕊
 ：
１
ロ
 "
 、
三
心
心
 
ノ
ヘ
 
。
、
 
驚
 。
 
0
 キ
 さ
 ～
 
も
氏
吋
際
妓
ド
め
 

ま
 3
 簿
も
め
 ド
ヨ
 心心
も
 め
 Ⅰ
 や
オ
 Q
Q
 
～
 
っ
悔
ぎ
｜
ト
 の
り
二
曲
づ
い
 
l
 セ
俺
 ・
・
 
い
む
 
Ⅰ
 @
 
い
オ
 
）
 

に
お
い
て
、
独
自
の
仕
方
で
ハ
イ
デ
の
哲
学
と
神
学
と
 0
 対
話
を
 

試
み
よ
う
と
し
て
い
る
。
神
字
的
に
彼
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
 教
 理
 問
答
書
 

に
 近
い
立
場
を
と
っ
て
居
り
、
バ
ル
ト
神
字
の
公
理
的
正
当
性
 を
 認
め
 う
 

つ
 、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
苗
字
と
の
対
話
を
通
じ
て
今
日
の
新
し
い
 神
学
の
可
 

能
 性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
彼
の
主
張
は
一
つ
の
 生
産
的
な
 

試
み
で
あ
る
し
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
関
す
る
著
作
も
、
ハ
イ
デ
 ッ
ガ
 １
目
 

鼻
 が
非
常
に
高
く
評
価
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
 "
 し
か
し
 
バ
ル
 ト
に
 と
 っ
 

て
は
、
神
学
は
ま
ず
神
の
言
と
し
て
の
聖
書
と
の
対
話
か
ら
は
 じ
ま
る
，
 へ
 

き
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
神
学
の
主
要
な
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
。
 最
 

近
 バ
ル
ト
自
身
が
 
、
 私
に
洩
ら
し
た
所
で
は
、
オ
ッ
ト
に
お
い
 て
 、
 聖
 重
目
 

は
 確
か
に
神
字
の
出
発
点
と
し
て
前
提
さ
れ
て
は
い
る
が
、
 前
 提
 さ
れ
て
 

い
る
だ
け
で
、
実
際
に
そ
れ
と
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
神
字
 す
る
と
い
 



タ
 こ
と
は
、
殆
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
が
バ
ル
ト
に
は
 、
自
分
の
 

後
任
と
し
て
の
オ
ッ
ト
の
決
定
的
欠
陥
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
  
 

私
に
は
教
育
委
員
会
や
、
市
当
局
が
、
大
学
に
対
し
て
こ
れ
 程
 大
き
な
 

権
力
を
も
つ
て
い
る
と
い
 デ
 こ
と
は
意
外
で
あ
っ
た
し
、
こ
れ
 が
 日
本
で
 

あ
っ
た
な
ら
ば
大
学
の
自
治
の
問
題
で
、
大
騒
ぎ
 肝
 起
る
に
ち
  
 

と
 考
え
た
り
し
た
。
も
つ
と
も
そ
の
決
定
後
、
 
m
.
 
田
す
仁
 
（
 コ
の
せ
 

の
 
目
 
教
授
 

も
 、
市
当
局
の
問
題
処
理
は
正
し
く
な
い
と
の
鋭
い
批
判
文
を
 土
圭
 

目
 
い
て
い
 

る
し
、
 
ワ
 二
色
教
授
も
、
講
義
の
申
で
学
問
の
自
由
を
脅
か
 す
 国
家
統
 

制
を
批
判
し
て
い
る
。
と
に
角
、
バ
ル
ト
の
後
任
が
、
い
わ
ぬ
 る
 純
粋
な
 

ハ
ル
ト
主
義
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
ず
、
バ
ル
ト
が
こ
こ
十
年
 近
く
ひ
た
 

す
ら
批
判
し
て
来
た
プ
ル
ト
マ
ン
学
派
に
近
い
神
学
者
 に
よ
つ
 て
 占
め
ら
 

れ
た
と
い
う
こ
と
は
今
後
の
ス
イ
ス
の
神
学
界
の
動
向
に
少
な
 か
ら
ぬ
 影
 

響
を
与
え
る
に
違
い
な
い
。
バ
ル
ト
の
時
代
は
終
っ
た
と
い
う
 よ
う
な
こ
 

と
は
、
あ
の
 

埼
 ロ
マ
書
ヒ
 が
 出
版
さ
れ
て
四
、
五
年
も
た
た
な
 い
 頃
か
ら
 

何
度
と
な
く
い
わ
れ
て
来
た
。
最
近
も
一
九
六
 0
 年
の
ク
リ
ス
 
マ
ス
休
暇
 

直
前
バ
ル
ト
は
次
の
様
に
語
っ
た
。
「
 ム
 
「
 朝
 、
イ
タ
リ
ア
の
神
字
 雑
誌
に
 
、
 

今
日
に
 、
づ
 o
 の
 
t
@
 簗
仁
 
な
時
代
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
 つ
 
0
 の
（
 
ヴ
 
a
r
 
（
 
ォ
田
 二
の
 

時
代
で
あ
る
と
い
う
記
事
を
見
た
が
、
最
初
の
点
に
つ
い
て
 私
 は
 甚
だ
 懐
 

疑
 的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
神
学
に
お
け
る
自
由
主
義
 は
 ま
だ
 完
全
に
は
 

克
服
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
こ
れ
は
バ
ル
ト
に
と
 っ
 て
は
、
 プ
 

望
 

ル
ト
マ
ン
学
派
は
本
質
的
に
い
つ
 て
 シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
 
ヘ
ル
の
 辮
 評
論
 

的
 神
学
の
延
長
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
）
。
第
二
の
点
に
っ
 い
て
は
、
 

私
は
神
学
に
お
け
る
最
後
の
言
葉
を
語
っ
た
つ
も
り
も
な
い
し
 、
 語
ら
う
 

展
 

と
も
思
わ
な
な
い
。
バ
ル
ト
・
時
代
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
 

る
と
す
れ
ば
、
 

そ
れ
は
間
も
な
く
終
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
越
え
て
 先
に
進
ん
 

て
 行
く
の
は
、
私
の
講
義
を
聞
い
た
諸
君
自
身
な
の
だ
。
」
 

果
し
て
 
オ
 

ッ
ト
 が
こ
の
新
し
い
時
代
を
開
く
人
に
な
る
か
否
か
は
、
今
後
 の
彼
の
生
 

長
 に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
事
で
あ
ろ
う
。
 

そ
の
他
に
教
義
字
に
は
㍉
「
 
@
 
（
 
ぃ
め
け
ヱ
 が
い
る
。
も
と
べ
 
ル
ン
 の
 審
キ
｜
 

（
 
ぎ
 
旧
の
「
 
コ
の
 
Ⅱ
に
学
ん
だ
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
派
の
人
で
あ
 
 
 

そ
の
後
プ
ル
ト
マ
ン
学
派
に
近
づ
 き
 、
又
、
 
マ
 ス
バ
ー
ス
の
 影
 響
 も
 う
げ
 

て
パ
浅
冶
ヨ
ぃ
宙
コ
 Ⅰ
目
 せ
 （
 
プ
 0 の
田
の
論
文
に
も
み
ら
れ
る
 様
に
 、
非
 

神
話
化
の
問
題
に
関
し
て
急
進
的
な
主
張
を
し
て
い
る
。
し
か
 
し
そ
れ
 

は
 、
プ
ル
ト
マ
ン
自
身
に
よ
っ
て
 、
 彼
の
問
題
を
全
く
理
解
し
  
 

自
由
主
義
神
学
へ
の
逆
行
と
し
て
批
判
さ
れ
た
。
そ
の
上
パ
ル
  
 

ユ
 ノ
 
ス
ク
 
@
 

候
補
の
含
み
で
パ
ー
ゼ
ル
大
教
会
堂
 附
 牧
師
表
大
学
員
外
教
授
 と
し
て
 迎
 

え
ら
れ
て
か
ら
は
、
バ
ル
ト
の
立
場
に
も
 近
 ず
 き
 、
そ
の
立
場
 は
た
え
ず
 

動
揺
し
て
い
る
と
い
う
の
で
学
生
の
人
気
も
な
く
、
そ
の
説
教
 も
難
解
 て
 

評
判
が
悪
い
。
 

Ⅱ
「
 
@
t
z
 
ニ
字
教
授
は
 、
 若
い
頃
共
産
主
義
に
身
を
投
じ
て
 逮
 捕
さ
れ
 

た
と
い
う
経
歴
の
持
主
で
、
ス
イ
ス
時
代
の
レ
ー
ニ
ン
と
も
 知
 己
の
間
柄
 

で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
特
に
べ
ル
デ
ィ
ア
 ェ
フ
 と
は
永
く
 親
交
が
あ
 

つ
た
。
ド
ス
ト
ニ
フ
ス
キ
ー
や
 V
.
 

ソ
ロ
ヴ
ィ
 

ョ
フ
 な
ど
 
コ
 シ
 ア
 正
教
ム
 ム
 

の
 尋
問
家
で
、
バ
ー
ゼ
ル
で
は
、
最
も
風
格
の
あ
る
講
義
を
し
て
 

い
る
が
、
 

彼
 も
今
学
期
限
り
で
引
退
す
る
。
今
年
七
十
歳
の
誕
生
日
を
記
 ム
厄
し
て
、
 

そ
の
論
文
集
め
 Q
 
も
 む
ぎ
 ま
さ
 
笘
由
 ㌻
 ぎ
え
へ
 （
 
ロ
つ
 い
セ
仔
・
・
 挙
 ヱ
り
 
二
）
が
 

蝿
 

 
 

出
版
さ
れ
た
。
教
義
字
の
倫
理
の
教
授
と
し
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
 人
の
出
 

4
0
 
コ
 0
 日
の
 
コ
 が
居
る
。
新
約
手
に
は
 O
s
n
 
ま
の
目
ヨ
 銭
 コ
が
 今
年
六
十
冊
 

@
@
 
『
 Ⅲ
 
@
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歳
の
誕
生
日
か
 症
 
迎
え
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
か
ら
レ
ジ
ョ
ン
・
 ド
 

ヌ
ー
ル
 勲
 

童
を
 ぅ
げ
 、
バ
ル
ト
 た
き
 あ
と
の
バ
ー
ゼ
ル
大
学
の
中
心
に
 
た
っ
て
 
い
 

る
 。
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
の
名
家
の
出
身
で
あ
る
教
授
は
 、
 特
に
 語
学
に
堪
 

能
 で
、
二
週
間
毎
の
週
末
に
は
パ
 リ
 の
 ソ
 ル
ポ
ン
ス
で
フ
ラ
ン
 
ス
 語
で
 講
 

姦
 す
る
ほ
か
、
 
毎
夏
 学
期
の
初
め
に
は
ロ
ー
マ
大
学
で
 イ
タ
り
 
ャ
 語
で
集
 

牛
 講
義
を
す
る
。
彼
は
講
義
に
お
い
て
も
、
演
習
に
お
い
て
も
 、
救
済
 史
 

の
上
上
場
を
明
確
に
保
ち
、
プ
ル
ト
マ
ン
学
派
の
非
神
話
化
を
厳
 

 
 

し
て
い
る
。
そ
の
点
、
彼
は
名
実
と
も
に
Ⅱ
・
 0
 き
ぺ
 す
の
芽
の
 後
継
者
で
 

あ
る
。
今
年
は
彼
の
誕
生
日
を
記
念
し
て
論
文
集
ま
ま
き
Ⅰ
 
毛
ぬ
 0
 ざ
ヤ
 

～
 む
き
っ
ミ
 
～
 さ
鸞
憶
鯛
 ～
 へ
 ～
 
め
 ～
～
 

c
a
 

｜
 ㍉
「
 め
 悪
ミ
田
安
岐
口
サ
 

ぬ
 0
.
0
 

ま
ま
 

ミ
 
～
 Ⅰ
 さ
お
 
1
1
 

（
 
援
 （
 
ぎ
 
三
平
・
Ⅰ
の
ぎ
の
 
口
 ）
が
出
版
さ
れ
た
し
、
今
年
中
に
は
、
 

彼
自
身
の
 

論
文
集
が
、
来
年
の
復
活
餌
に
は
 

由
ぬ
 ～
～
 
め
穏
お
ミ
黛
 ～
 ぬ
 ～
 
ま
 
目
へ
 
。
 鮭
 。
 お
 

づ
梯
ぎ
き
襄
 ～
が
出
る
予
定
で
あ
る
。
そ
の
他
、
新
約
に
は
 ス
 エ
 ー
デ
ン
 

人
の
口
。
刃
の
定
の
教
授
が
い
る
。
 

旧
約
 学
 の
 
韻
 a
-
 
（
 訂
 ～
 出
宰
 「
 0
 印
 
教
授
も
昨
年
既
に
引
退
し
 て
ム
「
 
は
 

二
時
間
の
講
義
一
つ
だ
け
を
担
当
し
て
い
る
。
最
近
そ
の
旧
約
 神
学
の
新
 

版
も
出
版
さ
れ
た
。
彼
の
立
場
は
新
約
に
お
け
る
ク
ル
マ
ン
に
 対
応
し
て
 

居
り
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
で
の
 コ
オ
ミ
 
の
様
式
史
的
方
法
に
 対
し
て
、
 

契
約
史
的
方
法
（
 ぎ
註
窃
潟
お
 ま
経
（
 ま
 。
甘
の
目
の
壬
。
 
帝
 ）
 
を
 と
る
。
 彼
 

の
後
任
に
は
、
ま
だ
三
十
歳
前
後
の
若
い
 ロ
 「
 コ
の
 
（
）
の
 
コ
 三
が
選
 ば
れ
た
。
 

ま
た
ラ
イ
プ
ツ
 ィ
ヒ
 か
ら
招
か
れ
た
臼
の
（
「
 @
0
 
年
 ヨ
 0
 「
の
 
コ
ぜ
 の
 め
小
敦
史
 の
 

講
義
は
、
充
実
し
て
居
り
好
評
で
あ
る
。
 彼
は
 東
独
の
ラ
イ
フ
 ツ
ィ
ヒ
 に
 

も
ま
だ
席
が
あ
り
、
果
し
て
西
に
逃
げ
て
来
た
の
か
ど
う
か
と
 り
ざ
た
さ
 

れ
て
い
る
。
教
会
 史
 の
 
目
 「
 コ
 海
の
（
の
の
 
オ
 -
@
 
コ
は
 、
パ
ー
ゼ
ル
の
 上
疏
の
出
 

  

夏
 で
、
二
度
学
長
を
勤
め
た
上
、
昨
年
引
退
し
た
。
そ
の
後
 

任
 
目
銭
 

の
の
 
田
 空
教
授
は
 、
 も
む
 
申
 さ
の
～
 

ぬ
 「
 再
 や
き
 雨
 悪
さ
も
Ⅰ
 鮎
呂
 0
%
 
ド
馬
 ～
さ
い
 

雨
驚
 ～
Ⅰ
 
こ
め
ャ
 も
 い
 「
 田
円
 
Q
n
 
ぎ
っ
 違
っ
も
っ
 
甑
ぬ
 （
 
目
づ
が
 
N
 ぎ
ざ
ダ
ト
 の
 白
い
）
 と
 

い
 う
 学
位
論
文
で
有
名
に
な
っ
た
人
で
、
ス
イ
ス
の
神
字
 界
の
 新
し
い
 
せ
 

代
を
代
表
し
て
い
る
。
間
も
な
く
）
・
 

ヱ
 ・
）
目
の
 
，
紹
ヨ
ぎ
 幅
に
 つ
い
て
、
 

そ
の
書
簡
の
詳
細
な
分
析
に
よ
っ
て
そ
の
神
学
思
想
を
明
か
に
 し
よ
う
と
 

ぃ
 5
%
 老
大
部
な
書
物
が
出
版
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
 主
と
し
て
 

已
 Ⅱ
 毛
 n
n
 
ア
ヒ
コ
 
的
の
す
の
毛
の
帥
 

ロ
コ
 
的
な
ど
、
近
世
の
教
会
 史
 を
扱
っ
て
 
来
た
が
、
 

ム
 「
学
期
は
古
代
教
会
史
の
講
義
と
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
「
 
神
の
国
」
 

の
 演
習
に
、
そ
の
意
欲
的
な
と
こ
ろ
を
見
せ
て
い
る
。
実
践
 神
 学
 で
は
、
 

風
格
の
あ
る
牧
会
 字
曳
 講
義
を
つ
づ
げ
て
い
た
ト
ウ
ル
ナ
 々
ゼ
 @
%
 
く
 
/
 ノ
ン
 

ト
 と
と
も
に
引
退
し
、
後
任
は
こ
れ
も
若
い
山
片
 
銭
 （
・
 
ロ
 廷
の
申
 教
授
と
 

な
っ
て
い
る
。
 

二
 、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
 

 
 

は
、
同
 

大
学
学
長
の
職
を
捨
て
て
来
日
、
国
際
基
督
教
大
学
に
来
て
 
居
ら
れ
た
 

口
目
二
 %
 ミ
コ
 コ
ミ
が
、
帰
国
後
病
気
で
倒
れ
、
た
ま
に
小
康
を
 得
て
市
内
 

の
 教
会
で
説
教
す
る
ほ
か
、
全
く
講
義
は
出
来
な
く
な
っ
た
 事
 で
あ
る
。
 

そ
の
後
任
の
 
レ
 ・
 乙
宰
 
教
授
は
、
教
義
学
者
と
い
う
よ
り
は
 む
し
ろ
 共
 

産
 主
義
の
問
題
な
ど
と
と
り
く
む
社
会
倫
理
の
専
門
家
で
、
 学
 部
 に
お
 け
 

る
 往
年
の
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
位
置
に
あ
る
の
は
、
最
近
ド
イ
ツ
 か
 ら
 招
か
れ
 

た
 プ
ル
ト
マ
ン
宇
沢
の
一
人
の
 ミ
ゴ
 ハ
田
付
左
の
由
 
コ
 の
で
あ
る
。
 
フ
 ル
 ン
ナ
 

｜
 来
日
以
前
は
、
同
大
学
神
学
部
の
み
な
ら
ず
、
チ
ュ
 

ヒ
 0
 枚
 廣
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会
は
 、
 彼
の
庄
 倒
 的
影
響
の
下
に
あ
り
、
い
目
下
目
（
 

末
 「
 
ぃ
黒
 と
 呼
ば
れ
 

る
 支
配
的
な
牧
師
の
サ
ー
ク
ル
が
生
れ
た
程
で
あ
っ
た
が
、
今
 日
の
神
字
 

生
は
 ブ
ル
ン
ナ
ー
に
は
殆
ど
関
心
を
。
示
さ
ず
エ
ー
ベ
リ
ン
ク
 の
由
の
（
 一
 

ョ
の
コ
 
e
u
 
（
 
ぎ
に
 ひ
 き
 つ
げ
ら
れ
て
い
る
。
牧
師
会
に
対
す
る
 

フ
 ル
 ソ
ナ
ー
の
 

影
響
は
ま
だ
根
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
若
い
世
代
の
神
学
生
た
 ち
は
、
 プ
 

ル
 ン
ナ
ー
門
下
の
代
表
的
神
学
者
と
み
ら
れ
る
 チ
ュ
 

の
 フ
ラ
ウ
 

・
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
教
ム
 ム
 の
牧
師
㌧
 
セ
 0
 ㏄
目
の
目
 
z
 の
「
な
ど
に
は
、
 も
は
や
 

つ
い
て
い
け
な
い
も
の
を
感
じ
て
い
る
。
チ
ュ
ー
 り
ッ
ヒ
 で
は
 、
教
授
の
 

世
代
の
交
代
が
す
で
に
お
わ
っ
て
、
最
年
長
の
教
会
 史
の
 
Ⅱ
・
 
ロ
 団
コ
 寒
の
が
 

や
っ
と
六
十
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
著
い
 w
 へ
さ
 
驚
 ま
田
も
「
㌔
 

さ
さ
も
き
馬
 目
ぎ
浮
 め
～
～
 
き
 「
 木
 ～
「
 
寒
 n
.
P
 
務
っ
で
 知
ら
れ
る
 ツ
 ゥ
 イ
ン
ツ
 

エ
ン
ド
ル
ク
の
研
究
家
で
、
ま
た
由
の
 

ヨ
ハ
 コ
コ
・
の
（
岸
田
の
 

コ
 ・し
ま
（
 い
韻
 @
 
二
幅
 
目
 

ニ
円
 ，
い
申
 （
 
一
り
ゴ
 

）
も
よ
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
新
約
手
の
 已
隼
 偉
い
Ⅱ
Ⅰ
 

の
 の
 
牡
羊
の
ざ
 
浅
は
 バ
ー
ゼ
ル
出
の
神
字
者
で
、
㍗
 ミ
の
ざ
 -
 と
い
 ぅ
 学
位
論
 

文
 で
は
、
様
式
史
的
方
法
を
用
い
て
い
る
。
ほ
か
に
ら
ぬ
ま
㌻
 3
 目
 帝
 ま
さ
も
 

い
ぬ
 
@
-
 

）
 ～
 
隠
 Ⅰ
 
ぎ
 ～
 
め
 
Q
 ミ
 @
u
 

一
）
Ⅰ
ま
さ
は
 

ツ
ぎ
さ
宅
ぬ
 悪
ぃ
 
笘
つ
 め
 
り
 ～
 
a
 ）
）
～
 

ぬ
轟
 
～
・
 
1
 つ
り
 
つ
 な
ど
の
 著
 

書
 が
あ
る
 "
 全
学
期
は
米
国
南
カ
リ
フ
ォ
ル
 こ
ア
 神
字
 校
 に
客
 員
 教
授
と
 

し
て
出
講
し
て
居
り
、
そ
の
か
わ
り
米
国
か
ら
プ
ル
ト
マ
ン
 学
 派
の
ヒ
 

ぎ
 ・
 
ぎ
庄
巳
 0
 コ
が
 来
て
い
る
。
 

ヱ
 ー
ベ
リ
ン
ク
の
演
習
に
は
 

ロ
ビ
ン
 

ソ
ン
 の
他
、
コ
ン
ツ
 
ヱ
 ル
マ
ン
の
弟
子
で
あ
る
新
約
 学
 の
の
・
の
 
宰
三
ぃ
教
 

望
授
 、
そ
れ
に
実
践
神
学
の
 
ミ
 ・
 
ロ
の
コ
 
三
教
授
が
協
力
参
加
 し
て
い
る
。
 
こ
 

れ
は
三
、
四
人
の
教
授
の
協
力
で
お
こ
た
わ
れ
る
 

巨
 （
 
F
n
@
 

（
 
の
 
幅
の
日
色
 
巨
｜
 

の
り
 
す
 
a
i
 
（
で
、
最
近
ド
イ
ツ
の
大
字
で
も
よ
く
み
ら
れ
る
新
し
い
 演
習
の
や
 

展
り
 方
で
あ
る
。
わ
た
く
し
も
週
一
回
こ
の
演
習
に
バ
ー
ゼ
 か
 か
ら
出
席
し
 

 
 

  

  

 
 

 
 

  

て
い
る
が
、
 づ
 。
 臣
ョ
 a
c
 
ゴ
 （
と
い
う
概
念
を
め
ぐ
つ
て
、
活
発
な
 議
論
が
た
 

た
か
わ
さ
れ
、
概
念
規
定
の
歴
史
的
変
遷
が
厳
密
な
資
料
分
析
 に
よ
っ
て
 

あ
ぎ
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。
パ
ル
ト
の
演
習
と
く
ら
べ
て
み
る
 と
 、
ま
る
 

で
 他
の
学
科
の
教
室
に
迷
い
こ
ん
だ
様
な
錯
覚
を
覚
え
る
ほ
。
 
と
 で
あ
る
。
 

そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
興
味
深
く
内
容
豊
か
な
も
の
で
あ
り
、
 ま
 た
 神
学
の
 

学
的
研
究
の
 一
 要
素
と
し
て
は
確
か
に
必
要
で
あ
る
に
は
ち
が
 
ト
 
L
v
 
ハ
 
ヰ
ん
 

ム
 、
 
：
Ⅴ
 

が
 、
こ
れ
が
組
織
神
学
演
習
で
あ
り
、
神
学
の
す
べ
て
で
あ
る
 と
な
る
と
 

何
か
一
 つ
 決
定
的
な
も
の
が
欠
け
て
い
る
様
に
思
わ
れ
た
。
 か
 く
て
チ
ュ
 

 
 

ヒ
 の
神
学
部
 は
 ブ
ル
ン
ナ
ー
神
学
の
圧
倒
的
影
響
か
ら
 エ
  
 

ソ
ク
 を
中
心
と
し
た
プ
ル
ト
マ
 ソ
字
 派
の
支
配
的
な
空
気
に
急
 転
換
し
 、
 

新
し
い
時
期
を
迎
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」
 

哲
学
で
は
 コ
 a
 コ
 の
め
ぎ
目
が
い
る
。
（
パ
ー
ゼ
ル
の
バ
ル
ト
 と
 は
 関
係
 

な
い
）
。
そ
の
他
 ミ
 ・
 
パ
 の
ま
（
・
夕
宮
の
ぜ
の
「
教
授
も
居
る
が
、
 

注
目
す
。
 
へ
 

ぎ
は
一
昨
年
亡
く
な
っ
た
 
o
.
p
 甘
 烏
の
影
響
の
下
に
た
 
り
 心
理
 字
で
 

あ
ろ
う
。
 ワ
ヨ
 0
0
 

「
教
授
を
中
心
と
し
た
人
々
に
よ
っ
て
彼
の
 

伝
統
が
 ぅ
 

け
っ
 が
れ
て
い
る
。
 

三
 、
ベ
ル
ン
大
学
 

ペ
 ル
ン
大
字
に
つ
い
て
は
、
フ
ォ
ン
・
ラ
ー
ト
の
影
響
下
に
た
 つ
 旧
約
 

営
め
 
）
・
）
・
の
日
ヨ
 

日
 
教
授
に
昨
年
京
都
大
学
の
有
賀
教
授
が
 来
ら
れ
た
 

時
 、
一
度
 御
 会
い
し
た
ぎ
り
で
、
そ
の
他
称
 は
 講
義
に
も
全
く
 出
席
し
て
 

 
 

 
 

え
よ
う
と
い
う
ラ
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
学
派
の
影
響
の
下
に
あ
 つ
 た
が
、
℡
 



          Ⅱ 

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
の
弟
子
と
み
ら
れ
る
プ
ー
リ
ー
は
バ
ー
ゼ
ル
に
 去
 り
そ
の
 上
 

場
は
動
揺
し
て
居
る
し
、
も
う
一
人
の
弟
子
で
あ
る
田
の
目
Ⅹ
 

局
 -
 
宙
い
 
F
-
 
幅
 0
 ㍉
 

は
 一
時
バ
ー
ゼ
ル
の
 
私
 講
師
を
し
て
い
た
が
、
今
 は
 学
界
か
ら
 

身
を
引
い
 

て
い
る
。
そ
し
て
 ヴ
ヱ
 
ル
ナ
ー
の
後
任
の
席
に
は
バ
ル
ト
の
も
 と
で
 字
位
 

を
と
っ
た
の
・
 
毛
 ・
 
い
 Q
n
 
汀
 （
が
つ
い
た
。
彼
は
㍉
 ォ
 ～
～
も
め
 

Q
 ㌧
 下
 ㌔
 
0
%
 笘
鮨
 

づ
オ
ぬ
 
0
 き
 め
～
ぃ
ヰ
蓮
め
 

い
 お
～
 
め
や
 「
 ま
 浅
を
宝
・
 お
邑
や
 
づ
 き
き
ぎ
ミ
ぬ
 N
 き
 ～
 
お
 ㎏
～
～
 

め
 

Ⅰ
ま
い
 ぎ
さ
叩
の
 
め
 ぃ
 ～
 
さ
め
ド
 の
 下
 Ⅰ
 へ
膝
ヰ
 

。
 ぎ
心
杜
 
Ⅰ
 
め
 ・
 ロ
 ・
 ト
の
印
 

い
な
ど
の
 
著
 書
 で
知
ら
 

れ
る
ス
イ
ス
に
お
け
る
 ツ
 ヴ
ィ
ン
グ
リ
ー
の
代
表
的
な
研
究
家
 で
、
シ
ュ
 

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
学
派
と
に
対
照
的
な
立
場
に
た
り
て
い
る
。
 
教
ム
 ム
 史
の
 

軋
我
拉
戊
 

、
 捧
 0
 目
㏄
 
祖
き
の
 （
内
だ
け
が
、
か
ろ
う
じ
て
 シ
ュ
ヴ
ア
 
イ
ソ
ァ
 

派
の
伝
統
を
守
っ
て
い
る
。
こ
の
大
学
で
も
う
一
つ
注
目
す
 
べ
 き
 こ
と
 

は
 、
上
述
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
部
と
な
ら
ん
で
、
ク
リ
ス
  
 

ッ
ク
 教
会
の
唯
一
の
神
宇
部
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
 。
こ
の
 
ク
 

 
 

カ
ン
 

公
会
の
教
皇
無
謬
の
教
理
に
反
対
し
て
、
ロ
ー
マ
 

ク
 数
ム
 こ
か
 

ら
 離
脱
し
た
ス
イ
ス
の
小
さ
な
教
派
で
お
る
。
早
生
は
二
十
名
 ば
か
り
で
 

訪
れ
て
い
る
。
司
教
の
せ
・
木
む
 

コ
内
 自
身
教
義
学
の
教
授
と
し
 

し
て
い
る
。
新
約
 学
 の
 
曲
 「
 コ
の
 
（
の
 

a
u
 

匹
目
教
授
な
ど
全
体
と
 

な
ど
と
密
接
な
関
係
を
も
ち
、
ユ
ー
ゴ
ー
 や
 ギ
リ
シ
ャ
か
ら
の
 

あ
る
が
、
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
 や
 ギ
リ
シ
ャ
の
正
教
会
、
英
 

ト
 神
学
の
影
響
下
に
あ
る
掩
も
興
味
深
い
。
最
近
エ
キ
ュ
メ
 ニ
 留

学
生
も
 

し
て
 バ
ル
 

国
国
教
会
 

て
 講
義
を
 

力
ル
 運
動
 

で
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
グ
教
会
の
参
加
が
次
の
課
題
と
し
て
 考
え
ら
れ
 

て
い
る
が
、
そ
の
際
一
番
問
題
に
な
る
の
が
 教
 白
玉
無
謬
の
教
理
 で
あ
り
、
 

今
日
カ
ト
リ
，
 
ク
 の
神
学
者
の
中
に
も
そ
の
教
理
を
正
面
か
ら
 と
り
 呂
げ
 

一
言
に
し
て
い
え
ば
、
現
在
の
こ
れ
ら
三
大
学
の
神
学
部
で
は
、
  
 

ト
 、
プ
ル
 ン
ナ
 Ⅰ
 ヴ
ヱ
 ル
ナ
ー
の
如
 き
 代
表
的
神
学
者
は
引
退
 し
、
ス
、
 

そ
れ
ら
の
人
々
の
神
学
を
発
展
さ
せ
て
い
る
後
継
者
を
得
て
い
 な
い
と
い
 

ぅ
 共
通
の
現
象
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
 場
合
に
も
 

述
べ
た
如
く
彼
ら
の
神
学
的
影
響
が
た
だ
ち
に
消
え
去
る
と
い
 ぅ
 こ
と
を
 

意
味
し
な
い
。
た
だ
若
い
神
学
生
た
ち
は
、
何
ら
か
の
新
し
い
 神
学
の
方
 

向
を
摸
索
し
て
居
り
、
そ
こ
か
ら
如
何
が
る
指
針
が
得
ら
れ
る
 か
は
、
今
 

0
 所
 註
 れ
も
は
っ
き
り
と
し
た
見
通
し
古
も
っ
て
い
な
い
。
 
む
し
ろ
、
 

今
、
そ
う
し
た
方
向
へ
の
模
索
が
は
じ
ま
っ
た
ば
か
り
と
い
う
 の
が
実
情
 

で
あ
ろ
う
。
 

二
九
六
二
年
五
月
、
バ
ー
ゼ
ル
に
て
）
 

役ス な 
割 ト い 
を ・ 人 
@ 丈 カ カ ; 
た ト 多   
て ッ な   
る教つ 
と 会 っ 
も のあ   
い在 る 

え 在の 
ろ は だ 
で 、 か   
あ あ ら 

る る     

この り @ 意味， 。 
で ス 

叫 時子 イ 

来 ス 
の の   
問小 
題 さ 

提な 
不 ク 

の り 

(244)@ 108. 



さ
き
に
上
巻
が
出
版
さ
れ
て
（
昭
和
二
十
四
年
）
以
来
、
そ
の
 完
成
を
 

待
望
さ
れ
て
い
た
「
印
度
中
世
精
神
史
ら
の
続
篇
が
、
こ
の
た
 バ
じ
 
、
口
中
 

巻
 L
 と
し
て
上
梓
さ
れ
た
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
後
学
の
徒
に
と
 つ
 @
 
Ⅰ
 ,
@
 し
 

の
上
な
い
喜
び
で
あ
る
。
 

過
去
三
千
年
以
上
に
わ
た
る
イ
ン
ド
文
化
の
根
 低
 と
な
り
、
 あ
 る
い
は
 

脊
柱
と
な
る
イ
ン
ド
精
神
が
、
ど
の
よ
う
に
発
生
し
、
展
開
、
 継
続
し
 来
 

た
っ
た
か
、
そ
れ
を
イ
ン
ド
の
歴
史
と
の
関
連
に
お
い
て
と
ら
 え
よ
、
 
っ
と
 

す
る
 八
 イ
ン
ド
精
神
史
 V
 は
、
著
者
が
二
十
数
年
来
も
ち
つ
 づ
 げ
て
い
る
 

構
想
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
、
同
じ
構
想
に
も
と
づ
 く
 最
初
の
 

業
績
「
印
度
古
代
精
神
史
 b
 
 （
昭
和
十
四
年
）
の
序
 
@
 ロ
 お
よ
び
 序
論
に
く
 

わ
し
く
論
ぜ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
㍉
印
度
中
世
精
神
史
上
口
の
 
冒
頭
で
、
 

く
り
か
え
し
確
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
回
出
版
さ
 ね
 た
ョ
中
 

評
巻
 b
 は
、
い
わ
ば
イ
ン
ド
精
神
史
第
三
冊
で
あ
っ
て
 、
イ
 ン
ド
精
神
の
展
 

開
を
 、
紀
元
前
三
世
紀
の
 ァ
シ
，
 １
ヵ
三
時
代
以
降
、
紀
元
後
 二
世
紀
 カ
 

呂
 シ
ュ
カ
王
の
時
代
に
至
る
ま
で
の
、
 ほ
ば
 五
世
紀
に
限
っ
て
 払
 
珊
 じ
た
Ⅰ
 
も
 

書
 
の
で
あ
る
。
 

 
 

高
崎
直
道
 
ソ
ド
 史
の
動
き
と
、
そ
の
影
響
で
お
こ
っ
た
文
化
の
変
動
を
叙
 述
し
、
後
 

半
 五
章
（
第
九
 4
 十
三
章
）
に
お
い
て
、
特
に
仏
典
結
集
の
間
 題
を
中
心
 

と
し
て
、
釈
尊
入
滅
以
後
、
教
団
が
分
裂
し
て
部
派
が
成
立
す
 る
ま
で
の
 

仏
教
史
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
口
上
巻
ヒ
 の
 叙
述
と
連
結
さ
 せ
て
み
る
 

と
 、
前
半
の
歴
史
叙
述
は
「
上
巻
 ヒ
 第
五
・
六
章
（
マ
ウ
ル
 ヤ
 王
朝
と
そ
 

の
 文
化
、
阿
育
王
と
仏
教
）
に
直
結
す
る
時
期
で
あ
る
が
、
 後
 半
の
教
団
 

分
派
 史
は
 、
マ
ウ
ル
 ヤ
 王
朝
成
立
以
前
か
ら
は
じ
ま
っ
た
精
神
 史
上
の
 一
 

特
殊
現
象
と
し
て
、
コ
上
巻
 L
 の
他
の
諸
 章
 
（
ス
ー
ト
ラ
文
献
 
、
 @
@
 

口
語
 
哲
 

字
 、
後
期
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
、
法
典
、
大
史
詩
 と
キ
 ー
タ
ー
等
 を
扱
 う
 ）
 

と
 時
期
的
に
相
並
ぶ
も
の
で
あ
る
。
前
半
の
歴
史
叙
述
 と
 見
あ
 5
 時
期
、
 

こ
と
に
紀
元
後
に
固
有
の
仏
教
史
上
の
諸
問
題
１
１
た
と
え
ば
 諸
部
派
そ
 

れ
ぞ
れ
の
歴
史
や
 カ
ニ
 シ
ュ
カ
 王
 と
の
関
係
、
大
乗
仏
教
の
興
 起
筆
 

ほ
 つ
い
て
は
、
日
下
巻
し
の
内
容
と
し
て
後
日
に
の
・
こ
さ
れ
て
 
し
る
よ
う
 

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 八
 精
神
史
 V
 が
一
般
の
歴
史
概
説
と
異
 っ
 て
、
 細
か
 

い
 時
代
区
分
よ
り
も
、
数
世
紀
に
わ
た
る
長
期
に
お
い
て
こ
そ
 、
時
代
的
 

特
色
を
つ
か
み
 ぅ
 る
も
の
で
あ
る
以
上
、
当
然
の
扱
い
方
で
あ
 り
、
薯
 @
 
者
 

は
い
わ
ば
、
 八
 中
世
史
 V
 を
問
題
史
的
に
縦
割
り
に
し
て
叙
 述
 
 
 

 
 

い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

こ
こ
で
、
こ
の
 こ
 と
を
特
に
言
 う
 0
 献
、
 本
捲
が
 、
著
者
の
構
 想
 に
お
 
瑚
 

金
金
円
無
著
自
印
度
中
世
精
神
史
中
口
 

る
わ
け
で
は
な
い
。
末
巻
の
構
成
は
全
体
で
十
三
章
 よ
 り
な
る
 が
 、
こ
れ
 

を
 大
別
す
る
と
、
前
半
八
章
（
第
一
章
Ⅰ
八
章
）
で
上
述
正
也
 細
間
 の
イ
 

こ
の
時
代
区
分
は
、
し
か
し
、
厳
格
な
も
の
で
は
な
い
。
 
換
壬
 
目
す
れ
 

ば
 、
著
者
が
、
著
者
の
い
 う
八
 中
世
 V
 を
さ
ら
に
細
別
し
て
、
 前
 苦
口
上
 

評
 

害
 

巻
 L
 に
つ
づ
く
時
期
を
八
中
世
中
期
 V
 と
し
て
、
末
巻
で
と
り
 上
げ
て
 ぃ
 

"
 
笘
 @
 
㌧
 



                

    

さ
て
、
評
者
が
か
り
に
歴
史
叙
述
の
部
分
と
な
 づ
 げ
た
前
半
は
 、
詳
細
 

に
は
次
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
。
 

と
し
て
、
バ
ー
ル
フ
ト
、
サ
ー
ン
チ
ー
そ
の
他
の
仏
教
遺
跡
の
 文
化
史
的
 

第
一
章
「
阿
育
王
以
後
の
時
勢
（
シ
ュ
ン
ガ
王
朝
）
」
は
 、
プ
 シ
ュ
ヤ
 

ミ
ト
ラ
に
よ
る
マ
ウ
ル
 ヤ
 王
朝
 纂
奪
谷
 ・
 品
ミ
 ロ
・
 

0
.
 

）
に
は
 じ
ま
る
 
シ
 

ュ
 ン
ガ
王
朝
の
年
代
論
を
、
「
史
話
」
（
プ
ラ
ー
ナ
）
そ
の
他
   

古
典
、
碑
文
、
古
銭
等
の
資
料
に
も
と
づ
 き
 、
近
代
諸
学
者
の
 諸
説
を
紹
 

介
 、
批
判
し
つ
つ
論
じ
た
後
、
こ
の
時
期
に
特
記
す
べ
 き
 文
化
 史
的
事
象
 

意
義
を
追
究
し
て
い
る
。
㍉
プ
ラ
ー
ナ
し
で
仏
教
の
破
壊
者
 と
 伝
え
ら
れ
 

る
プ
シ
ュ
ヤ
 
ミ
ト
ラ
の
後
香
の
時
代
に
、
王
朝
の
根
拠
地
ヴ
ィ
 デ
ィ
シ
ャ
 

｜
 
（
現
今
の
べ
 ス
ナ
 ガ
ル
即
ち
ビ
ー
ル
サ
）
の
近
傍
サ
ー
ン
 チ
 ｜
に
、
雄
 

大
な
仏
塔
が
た
て
ら
れ
、
多
く
の
信
者
を
集
め
た
こ
と
は
、
 破
 仏
が
 
一
時
 

的
な
も
の
で
あ
っ
た
証
拠
 か
 、
あ
る
い
は
 破
 仏
の
伝
説
に
対
す
 る
 反
証
を
 

提
供
し
て
い
る
よ
 う
 で
あ
る
。
 

第
二
章
「
カ
リ
ン
ガ
と
ア
ン
ド
ラ
」
は
、
マ
ウ
ル
 ヤ
 王
朝
崩
壊
 

後
の
南
 

イ
ン
ド
の
情
勢
を
扱
 う
 。
は
じ
め
に
 ハ
 ー
テ
ィ
グ
ン
パ
ー
碑
文
 を
も
と
と
 

い
て
、
㍉
中
世
精
神
史
 ヒ
 第
二
分
冊
と
い
う
以
上
の
瓜
立
し
た
 意
義
を
も
 

っ
 た
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
著
者
独
自
の
構
想
に
対
す
る
、
 固
有
の
 

意
味
で
の
書
評
は
、
日
中
世
精
神
史
し
の
完
結
を
侯
た
な
け
れ
 ば
 成
立
し
 

な
い
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
 、
そ
の
 
ょ
 

う
 な
書
評
は
評
者
の
能
力
を
こ
え
た
仕
事
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
 ほ
 、
未
完
 

と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
叙
述
内
容
の
紹
介
に
筆
を
と
め
 た
い
と
 思
 

へ
 
@
 ・
 
ノ
 
0
 

し
て
、
カ
リ
ン
ガ
の
カ
ー
ラ
 ダ
 ム
 バ
 テ
 王
 
（
ほ
ぼ
 前
 
一
世
紀
後
 半
 ）
の
事
 

蹟
を
検
討
し
、
そ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
ア
ン
ド
ラ
王
統
 と
シ
 
ャ
 ー
タ
・
 
ワ
 

｜
ハ
ナ
 
の
起
原
に
及
び
、
前
記
カ
ー
ラ
 ヴ
ヱ
 ー
う
と
同
時
代
と
 
考
え
ら
れ
 

る
 シ
ャ
ー
タ
カ
ル
二
王
の
事
蹟
に
言
及
す
る
。
叙
述
は
さ
ら
に
 
ガ
ヴ
タ
 

ミ
ー
プ
ト
ラ
・
シ
ャ
ー
タ
カ
 ル
 Ⅰ
（
後
一
、
二
世
紀
）
を
中
心
 と
す
る
 
シ
 

サ
 ー
タ
ワ
ー
ハ
ナ
王
朝
の
興
亡
 と
 、
そ
の
後
の
南
イ
ン
ド
諸
国
 の
 成
立
に
 

及
ん
で
い
る
。
 

第
三
章
「
西
北
印
度
の
外
題
」
は
 、
 目
を
西
北
辺
境
に
転
じ
て
 、
ア
レ
 

 
 

王
国
の
盛
 

衰
を
述
べ
る
。
デ
ィ
オ
 ド
 ト
ス
に
よ
る
建
国
方
り
の
 0
 い
の
 
）
か
ら
、
 

ヱ
ウ
テ
ュ
 デ
モ
ス
の
死
す
 ト
お
 あ
る
い
は
 

い
き
い
 ・
 
p
 ）
に
 至
る
初
期
 

の
 歴
史
を
叙
述
し
た
ん
と
、
バ
ク
 ト
リ
 ヤ
王
国
歴
代
の
年
代
に
 関
す
る
 諸
 

説
 を
一
覧
表
に
し
、
つ
い
で
 デ
 メ
ト
リ
ウ
ス
の
た
め
に
一
節
を
 設
け
て
、
 

特
に
、
通
例
い
わ
れ
る
彼
の
イ
ン
ド
征
服
を
否
定
し
、
ま
た
 二
 人
の
 デ
メ
 

ト
り
 ウ
ス
実
在
を
主
張
す
る
ナ
ラ
イ
ン
の
 説
 
（
（
 
コ
ヰ
 
0
 。
の
お
の
村
の
・
 

）
の
の
～
）
七
ア
 

一
 

詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
次
節
の
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
の
項
で
は
、
 ，
 
」
の
 

月
々
 

+
 
旧
 

な
 王
は
 、
プ
シ
ュ
ヤ
 
ミ
ト
ラ
の
晩
年
（
 p
 卜
 さ
 
し
 ・
の
・
）
に
お
 
@
 
」
っ
た
 と
 

考
え
ら
れ
る
「
 ヤ
フ
 ナ
人
の
イ
ン
ド
侵
入
」
と
同
時
代
の
バ
ク
 ト
リ
 ヤ
 王
 

で
あ
る
が
、
そ
の
イ
ン
ド
占
領
は
恐
ら
く
短
期
で
あ
っ
た
ろ
う
 と
 推
定
さ
 

れ
て
い
る
。
叙
述
は
つ
い
で
、
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
以
後
の
ギ
リ
シ
 ャ
 人
の
頽
 

勢
期
と
 
王
国
の
分
裂
に
及
び
、
そ
の
中
で
注
目
す
べ
き
痕
跡
を
 ベ
ス
ナ
ガ
 

か
つ
 石
柱
に
の
こ
し
た
ア
ン
テ
ィ
ア
ル
キ
ダ
ス
王
へ
の
言
及
が
 あ
る
。
 最
 

後
に
タ
ク
シ
ラ
の
遺
跡
に
も
と
づ
く
、
当
時
の
ギ
リ
シ
ャ
人
の
 文
化
の
略
 

述
 が
あ
る
。
 

(246) 110> 

億
霧
 ，
 
一
 



卍
 Ⅲ
 耳
ド
ヨ
 b
 
、
 

 
 

   
  

 

 
       

書 評 

  
を
検
討
し
、
仏
教
保
護
の
事
実
を
確
認
し
て
い
る
が
、
結
集
 伝
 説
 に
つ
い
 

て
は
、
前
述
の
ご
と
く
、
全
く
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
 

以
上
を
も
っ
て
、
精
神
史
叙
述
上
の
い
わ
ば
基
礎
作
業
と
し
て
 の
、
年
 

代
 論
を
終
る
が
、
著
者
は
、
古
典
資
料
は
も
と
よ
り
、
現
代
に
 お
い
て
は
 

既
に
古
典
と
い
、
 
ヮ
 べ
 き
 ラ
プ
ソ
ン
、
レ
イ
チ
ャ
ウ
ド
リ
ー
、
 ス
 -
 
ア
ン
・
 コ
 

ノ
目
 
ス
ミ
ス
等
の
諸
業
績
を
は
じ
め
と
し
て
、
タ
ー
ソ
（
 
ビ
き
 O
q
 

の
の
 

オ
 の
 

ぎ
巾
 ぃ
ロ
「
 
ぎ
ぃ
註
 
（
コ
日
 
り
 ）
 、
 ナ
ラ
イ
ン
（
 ヨ
汀
 Ⅰ
 乱
 0
 お
 「
 
窩
 才
の
 
）
 、
シ
 

モ
ネ
ッ
タ
（
下
名
の
走
付
 お
串
 
0
 コ
 （
 汀
ぎ
年
 0
l
 
の
 r
e
 

の
方
 

巴
 、
 
マ
 
シ
ャ
 

ル
 （
や
の
年
玉
の
（
 

0
 円
ド
ぉ
 
=
p
.
 
ト
ニ
の
 &
.
 
Ⅰ
ロ
フ
ィ
ゼ
ン
・
 
ド
 
レ
ー
ク
 

（
 
円
 す
の
の
。
 

五
 ま
 い
コ
 ㌧
の
 
ふ
 。
 年
 ）
そ
の
他
、
ゴ
ー
ス
ワ
 ニ
 、
ガ
イ
 口
   

ル
 シ
マ
ン
等
に
よ
る
最
近
の
諸
研
究
、
さ
ら
に
西
域
に
関
す
る
 日
本
人
学
 

者
の
諸
論
を
紹
介
・
検
討
し
て
お
ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
わ
れ
 わ
れ
の
 知
 

り
 え
た
こ
と
は
、
こ
の
期
間
に
つ
い
て
、
い
か
に
未
決
着
の
間
 題
 点
が
多
 

く
 、
資
料
の
欠
如
 甘
 補
 う
 推
定
 仁
 、
い
か
に
異
説
が
多
い
か
と
 い
う
こ
と
 

で
あ
る
。
従
来
あ
ま
り
に
も
研
究
紹
介
の
少
か
っ
た
我
国
の
字
 界
に
、
か
 

か
る
形
で
の
問
題
提
起
が
も
た
ら
す
功
績
は
、
ま
こ
と
に
は
か
   

も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

沈
 下
の
二
 %
 
は
 、
上
述
五
章
の
時
代
の
お
お
 う
八
 精
神
史
 V
 的
 課
題
の
 

究
明
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
六
章
「
東
西
文
化
の
交
流
と
証
跡
」
 は
 、
ギ
リ
 

ノ
サ
 ー
イ
ン
ド
思
想
の
交
流
を
 、
 q
 ミ
リ
ン
ダ
間
縄
ヒ
を
生
 材
 と
し
て
 検
 

記
 す
る
。
は
じ
め
に
同
経
の
形
態
・
内
容
・
経
典
と
し
て
の
 特
 徴
等
を
叙
 

述
 し
た
後
に
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
に
論
及
し
、
タ
ー
ン
の
 
提
 起
し
た
 

㏄
 
の
 

㍉
 偽
 ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
手
紙
 L
 と
の
関
連
に
お
け
る
国
経
の
 ギ
 リ
シ
ャ
 

 
 

 
  

 

起
原
説
が
紹
介
さ
れ
る
。
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㌔
 

  



        Ⅰ 

第
九
章
以
下
は
、
 
本
 巻
の
後
篇
と
し
て
、
著
者
の
こ
と
ば
に
 
よ
 れ
 ば
 

「
精
神
史
の
本
流
」
に
属
す
る
重
要
な
課
題
た
る
、
仏
教
々
 団
史
 に
 主
題
 

が
う
 
つ
さ
れ
る
。
第
九
章
の
表
題
「
仏
教
教
団
の
推
移
」
は
 、
 実
は
こ
の
 

後
半
全
体
を
お
お
 5
 題
名
と
み
な
し
て
差
支
え
な
い
と
思
わ
れ
 る
 。
 目
パ
体
 

的
 内
容
と
し
て
ほ
、
仏
典
結
集
 史
 で
あ
っ
て
、
第
九
章
の
副
題
 「
王
舎
城
 

の
 結
集
」
す
な
 ね
 ち
、
第
一
結
集
以
下
、
十
二
章
に
至
る
ま
で
 、
第
二
 結
 

集
 
（
 
毘
舎
 離
の
結
集
）
、
第
三
結
集
（
南
方
所
伝
パ
ー
タ
リ
 ブ
 ト
ラ
 の
 結
 

集
 Ⅰ
 
北
 伝
の
結
集
伝
説
を
各
章
ご
と
に
扱
い
、
最
後
の
第
十
 
三
章
で
そ
 

の
 総
括
と
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
そ
の
問
題
を
章
別
に
 記
す
と
 左
 

第
セ
章
 「
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
仏
教
美
術
」
は
美
術
史
の
領
域
に
お
 け
る
へ
 

レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
の
検
討
で
あ
る
。
は
じ
め
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
 以
   

ン
ド
固
有
の
仏
教
芸
術
の
基
本
的
性
格
を
論
じ
た
後
、
仏
像
 製
 作
 に
象
徴
 

さ
れ
る
、
本
書
に
扱
わ
れ
る
時
期
に
お
け
る
変
容
に
言
及
し
 、
 つ
い
で
、
 

い
わ
ゆ
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
が
具
体
的
に
ど
の
文
化
（
ギ
リ
シ
 ヤ
ヘ
 ペ
 
ソ
レ
 

ャ
 、
イ
ン
ド
、
そ
の
他
ロ
ー
マ
、
サ
カ
等
々
）
の
要
素
を
つ
 
よ
く
も
 

ち
 、
ま
た
、
そ
の
興
亡
・
変
遷
・
支
派
成
立
の
歴
史
は
ど
う
で
 あ
っ
た
か
 

を
 、
諸
家
の
説
の
批
判
を
通
し
て
、
検
討
し
て
い
る
。
 

第
八
章
「
そ
の
他
の
証
跡
」
は
、
表
題
ど
お
り
、
思
想
と
芸
術
 と
い
う
 

上
述
の
二
大
テ
ー
マ
以
外
の
、
東
西
文
化
交
流
の
証
跡
を
略
 
述
 し
た
も
 

の
 。
天
文
学
・
数
学
・
医
学
等
を
扱
 う
が
 、
末
尾
に
、
こ
の
 交
  
 

の
 側
か
ら
の
影
響
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
特
殊
な
角
度
か
ら
 解
 決
の
緒
を
 

見
出
そ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
、
キ
ル
 フ
ヱ
ル
 の
印
度
地
中
海
 
 
 

紹
介
が
あ
っ
て
、
興
味
を
ひ
く
。
 

 
 

の
ご
と
く
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

第
九
章
。
は
じ
め
に
部
派
分
裂
の
遠
因
と
も
考
え
ら
れ
る
、
 釈
 尊
 在
世
 

当
時
の
「
ヴ
ィ
ナ
ヤ
・
ダ
ラ
」
と
「
ダ
ン
マ
・
 カ
 テ
イ
カ
」
の
 対
抗
伝
説
 
拙
 

に
 注
意
を
喚
起
し
た
後
、
南
伝
「
律
蔵
・
小
品
 L
 第
十
一
章
の
 
記
述
を
基
 

と
し
、
 北
伝
 そ
の
他
の
諸
説
を
掲
げ
う
つ
、
第
一
結
集
の
伝
説
 を
 叙
述
す
 

る
 。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
こ
の
結
集
の
史
実
性
で
あ
 る
 。
オ
ル
 

テ
 ン
ベ
ル
ク
に
は
じ
ま
 

亀
 道諦
 が
 、
フ
ラ
ウ
ワ
ル
ナ
ー
に
 よ
 
っ
て
 、
近
 

年
 ふ
た
た
び
、
別
の
理
由
 づ
 げ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
 

著
者
は
こ
 

れ
に
 左
組
 し
な
い
。
し
か
し
南
伝
の
記
述
に
関
し
、
そ
れ
が
 元
 来
コ
大
股
 

淫
薬
経
ヒ
に
つ
づ
く
部
分
で
、
仏
滅
直
後
の
物
語
と
し
て
一
連
 の
も
の
で
 

あ
っ
た
の
が
、
淫
薬
経
の
独
立
に
よ
っ
て
、
結
集
の
記
事
と
な
 つ
 た
と
み
 

る
こ
と
に
対
し
て
は
、
賛
意
を
表
し
て
い
る
。
 

第
十
 章
 
「
 毘
舎
 離
の
結
集
」
は
、
前
章
同
様
、
南
伝
「
律
蔵
 
小
品
 L
 

（
第
十
二
章
）
を
基
本
と
し
て
論
を
す
す
め
る
。
結
集
の
動
機
は
 金
銀
 受
 

理
 の
問
題
を
め
ぐ
る
 
ヤ
サ
と
ヴ
ア
 
ッ
ジ
ー
プ
 
ッ
 タ
カ
の
詩
論
 
で
 、
結
集
の
 

結
果
は
金
銀
受
理
を
含
む
十
 事
 が
非
法
と
さ
れ
た
点
に
あ
る
。
 

た
だ
し
、
 

こ
の
結
集
も
部
派
分
裂
に
は
直
接
関
係
し
な
い
と
さ
れ
る
。
 

第
十
一
章
「
南
伝
の
第
三
結
集
」
は
、
第
二
結
集
ま
で
の
記
述
 が
皆
、
 

広
 津
 附
載
と
し
て
律
蔵
の
一
部
を
な
し
、
 

諸
部
 派
の
伝
承
に
 
特
 に
 大
差
が
 

な
い
の
に
対
し
、
以
下
は
南
伝
・
 北
伝
 で
大
い
に
 
運
庭
 が
あ
り
 

っ
て
 

各
部
派
ご
と
の
歴
史
、
さ
ら
に
は
仏
滅
年
代
論
に
も
関
係
し
て
 く
る
こ
と
 

に
 注
意
を
 
う
 な
が
し
た
後
、
南
伝
の
コ
島
王
統
 史
 L
 の
第
三
結
 
集
 に
至
る
 

ま
で
の
記
述
を
詳
し
く
紹
介
し
、
つ
い
で
 司
 大
王
統
 史
 し
の
 関
 係
 記
事
を
 

あ
げ
て
、
比
較
検
討
が
な
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
南
史
 は
 、
第
二
 
結
集
を
上
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Ⅹ
マ
マ
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Ⅰ
 

引
出
き
れ
る
問
題
と
し
て
の
仏
滅
年
代
論
の
三
つ
に
な
る
と
 思
 
わ
れ
る
 

が
、
 ㈹
に
従
っ
て
力
草
叙
述
し
た
著
者
は
、
こ
こ
で
は
㈲
に
 観
 点
 を
し
 ぽ
 

っ
て
総
括
を
試
み
て
い
る
。
著
者
に
し
た
が
つ
て
、
そ
の
諸
説
 を
 掲
げ
る
 

と
 次
の
如
く
な
る
。
 

㈲
仏
滅
当
年
 説
 

㈹
真
諦
・
吉
蔵
所
伝
。
㈲
 
門
 西
域
 記
 」
（
 第
 
一
 結
集
 

と
 関
連
さ
せ
る
）
 

㈲
仏
滅
百
年
 説
 
㍉
 島
 王
統
 史
 b
 （
 そ
 ・
 
ぎ
由
 ）
（
 ヵ
 ー
ラ
ー
ソ
ー
 
ヵ
 王
の
時
 

代
、
ヴ
ヱ
 
ー
サ
ー
リ
ー
第
二
結
集
の
直
後
、
大
衆
部
が
別
の
結
 集
を
行
っ
 

-
@
 

十
八
 

）
。
 

㈲
仏
滅
百
三
十
ゼ
年
税
。
正
員
部
 説
 
（
パ
 グ
ヤ
、
 プ
ト
ン
、
 
シ
 ョ
シ
ス
 

タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
等
の
伝
え
る
チ
ベ
ッ
ト
所
伝
（
三
大
緒
 集
 と
は
 別
 

の
 パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
の
結
集
の
際
と
す
る
）
。
 

㈲
仏
滅
自
余
年
（
百
十
六
年
）
 

説
 。
㈹
「
サ
マ
 
ヤ
 ベ
ー
ダ
 ヒ
 
（
 
結
集
と
 

無
関
係
）
㈹
「
大
智
度
論
 ヒ
 （
阿
育
王
治
下
）
 

㈲
仏
滅
百
六
十
年
 説
 。
㈹
コ
部
 執
 異
論
」
 元
明
 両
版
。
㈲
 
バ
ヴ
 肋
 
Ⅱ
 司
ニ
 

カ
ー
 ヤ
 ベ
ー
ダ
 ヒ
 第
一
説
。
 
0
 同
 バ
 グ
ヤ
 師
承
の
伝
。
㈲
 プ
  
 

（
阿
育
王
の
時
代
）
 

㈹
仏
滅
二
百
三
十
六
年
 説
 。
 
ニ
 カ
ー
 ヤ
サ
ソ
 グ
ラ
ハ
 b
 説
 。
 
㍉
 モ
｜
 

ガ
 リ
 ブ
ッ
タ
 
・
テ
ィ
ッ
 サ
 の
主
宰
す
る
第
三
結
集
の
直
後
）
 

著
者
は
、
こ
の
う
ち
㈹
と
㈹
は
最
も
事
実
に
遠
い
も
の
と
し
て
 斥
け
た
 

上
 で
、
㈲
（
㈲
に
つ
い
て
検
討
し
、
場
所
を
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
 と
す
る
 以
 

外
 、
諸
説
に
何
の
共
通
点
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
後
、
分
派
 の
 原
因
と
 

蛾
 

 
 

し
て
あ
げ
ら
れ
る
「
律
の
増
床
」
と
「
五
事
」
を
ヴ
ィ
ナ
ヤ
・
 ダ
ラ
と
ダ
 

 
 

ル
マ
，
ダ
ラ
の
 
観
占
 
の
相
違
と
し
、
ま
た
、
カ
ー
ラ
ー
ソ
ー
 カ
 Ⅱ
マ
ハ
ー
 

れ
 

  
キ
目
 

口
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て 「 へ るにる矛 者は事 面 して 説バ   
のの抜糊 諸の 

もつ 研究者㌧研究 意 と、 、 集とし 文献を 

  に 方公て躯 義 挿 内 i 
と 向平の便に 
つに な 性 しっ   
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年 （下れ ぅ を 上 

ない 七月刊 有 版 A5 巻ヒの ること 時、金 叫ばれ   
指南書 O 十三 の一日 まこと 土の如 、そ も 

一 二字 もにぎので 貫 頂上あ   
附 んこ宇田 か 
図 こ と に難か 
一 と と よ を る 

種類の 葉 、岩を望ん いわな つて、 極めて 

波 でけ 本い書 
書 やれ 書る物   
その必 昭和姉 うない 続 して の状況 

セ 。 書を要 
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にあげ し得る（本書 一 、著者 いる。 「霊魂 わたっ 年、一 
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堀
 

一
郎
著
同
日
本
宗
教
の
社
会
的
役
割
 L
 

日
本
宗
教
史
研
究
 1
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叫
叶
吊
 

 
 

 
 ら

け
 

 
 

 
 

て
 
「
民
間
信
仰
し
（
一
九
五
二
年
）
に
よ
っ
て
地
域
社
会
と
民
間
 

信
仰
と
の
 

関
係
を
あ
と
づ
 
け
 、
つ
い
で
主
著
「
我
が
国
民
間
信
仰
 史
 の
 研
 究
 」
二
巻
 

（
五
一
九
五
五
年
・
不
一
九
五
三
年
）
に
よ
っ
て
宗
教
史
の
 

立
場
か
 

ら
 俗
聖
の
遊
行
布
教
活
動
を
と
お
し
て
仏
教
が
地
域
社
会
内
に
 入
り
込
ん
 

で
 日
本
化
す
る
過
程
を
あ
と
づ
け
る
こ
こ
ろ
み
を
し
て
以
来
、
 終
始
錯
綜
 

し
た
日
本
の
民
間
信
仰
に
一
つ
の
体
系
を
あ
た
え
よ
 う
と
 真
摯
 な
 努
力
を
 

続
 げ
ら
れ
て
ぎ
て
い
る
。
本
書
所
載
の
諸
論
文
は
そ
の
一
つ
一
 っ
が
 著
者
 

の
こ
う
し
た
研
究
の
あ
と
を
物
語
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
 

一
 一
 

私
は
こ
こ
で
は
ま
ず
著
者
の
研
究
方
向
を
知
る
為
に
各
論
文
を
 簡
単
に
 

紹
介
し
た
の
ち
に
、
至
論
文
と
明
記
さ
れ
て
い
る
「
日
本
宗
教
 0
 社
会
的
 

役
割
」
を
詳
細
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。
 

「
日
本
人
の
宗
教
生
活
」
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
詰
論
 稿 、
な
か
 
ん
づ
 

く
 
「
不
安
に
お
け
る
確
実
性
の
探
究
」
一
九
五
四
年
（
他
に
「
 郷
土
の
信
 

仰
 」
一
九
五
四
年
・
「
民
衆
生
活
と
宗
教
」
一
九
五
五
年
を
収
録
 ）
に
肛
は
 
、
 

比
較
的
平
易
な
文
章
で
、
著
者
が
首
尾
一
貫
し
て
保
持
し
て
 き
 た
 日
本
 字
 

教
 の
と
ら
え
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
歴
史
 時
代
に
な
 

つ
て
定
住
農
耕
生
活
に
入
っ
た
日
本
人
ば
そ
の
生
活
を
と
お
し
 て
 独
自
の
 

宗
教
を
形
成
し
て
ぎ
た
。
す
な
わ
ち
彼
等
は
一
方
で
は
祖
先
 崇
 拝
 ・
氏
神
 

信
仰
を
そ
う
し
た
生
活
上
の
必
要
性
か
ら
考
え
出
す
と
共
に
 、
 他
方
村
落
 

評
 

外
の
他
者
に
も
依
存
す
る
態
度
を
と
り
、
村
落
外
の
宗
教
 者
へ
の
極
端
な
 

刃
 0
 の
 宮
 （
の
 
目
 （
）
を
生
み
出
し
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
か
れ
て
 

は
 不
安
の
解
消
に
あ
た
っ
て
も
地
域
社
会
内
部
の
公
共
的
信
仰
 い

る
村
人
 

（
氏
神
信
 

書
 
仰
を
中
心
と
す
る
）
に
依
存
し
ょ
う
と
す
る
と
と
も
に
、
 

外
 部
の
信
仰
を
受
 

零
 し
、
こ
れ
に
も
頼
ろ
 
う
 と
す
る
 "
 す
な
ね
 ち
、
村
人
の
不
安
は
 
生
命
の
永
 

続
 性
の
希
望
の
う
ち
が
え
し
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
生
命
 の
 永
続
が
 

実
際
的
に
見
て
不
可
能
と
覚
っ
た
場
合
に
は
、
彼
等
は
霊
魂
 と
 し
て
永
続
 

し
 、
自
分
達
の
子
孫
に
ま
つ
ら
れ
る
と
共
に
（
祭
ら
れ
な
い
 霊
 魂
 は
た
た
 

り
を
す
る
と
考
え
ら
れ
こ
う
し
た
霊
魂
を
操
作
す
る
者
と
し
て
 村
内
外
の
 

呪
術
宗
教
者
が
存
在
す
る
。
）
子
孫
の
農
耕
生
活
を
守
ろ
 

う
と
す
 る
 。
祖
先
 

崇
拝
と
農
耕
儀
礼
は
こ
の
よ
う
な
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
 で
あ
る
。
 

第
三
部
「
日
本
人
の
霊
魂
観
念
」
に
は
、
著
者
が
日
本
人
の
宗
 教
生
活
 

の
 核
心
と
考
え
て
い
る
霊
魂
に
つ
い
て
記
し
た
「
民
俗
学
か
ら
 見
た
日
本
 

人
の
霊
魂
観
に
つ
い
て
」
一
九
五
三
年
・
「
民
間
信
仰
に
お
け
 る
 霊
人
別
 

留
の
伝
承
」
・
「
幽
霊
談
義
」
一
九
五
四
年
稿
一
九
六
二
年
 改
 稿
の
三
論
 

文
 が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
 

第
四
部
「
信
仰
習
俗
」
に
は
、
宗
教
的
緊
張
の
問
題
と
し
て
 患
 ぎ
 も
の
 

を
と
り
あ
げ
た
「
村
落
に
お
け
る
宗
教
的
緊
張
」
一
九
五
二
年
 、
 奥
能
 

登
の
農
耕
儀
礼
で
あ
る
 ア
エ
ノ
コ
ト
 
を
く
わ
し
く
調
査
し
た
 を
 ノ
ク
ラ
フ
 

「
 奥
 能
登
の
農
耕
儀
礼
に
つ
い
て
」
一
九
五
四
年
、
航
海
、
漁
業
 の
由
 
ネ
 ミ
 

ぬ
 の
神
、
鍛
治
鋳
物
師
の
神
、
木
地
屋
の
神
、
市
神
、
商
業
の
神
 

ぎ
の
職
業
 

の
神
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
民
俗
字
者
の
調
査
を
引
用
し
つ
つ
 概
論
 風
に
 

ま
と
め
た
「
職
業
の
神
 ヒ
 
一
九
五
九
年
の
三
論
文
が
収
録
さ
れ
 て
い
る
。
 

一
 "
 

立
論
文
「
日
本
宗
教
の
社
会
的
役
割
」
は
、
シ
カ
ゴ
大
学
で
二
 年
間
 の
 

留
学
生
活
を
お
え
た
著
者
が
、
留
学
以
前
に
発
表
し
た
詰
論
 
又
 
（
「
職
業
 

の
神
」
以
外
 
は
 す
べ
て
本
論
文
執
筆
以
前
）
で
と
っ
た
分
析
 方
 法
 を
一
度
 

捨
て
て
、
ア
メ
リ
カ
で
学
ん
だ
機
能
主
義
に
た
っ
た
社
会
学
理
 論
 に
よ
っ
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て
 日
本
宗
教
史
 む
 分
析
し
な
お
し
て
見
よ
う
と
し
た
劃
期
的
な
 こ
こ
ろ
み
 

で
あ
る
。
以
下
著
者
の
分
析
方
法
に
中
心
を
置
き
な
が
ら
、
 そ
 の
 内
容
を
 

紹
介
し
て
見
よ
う
。
 

一
 、
「
日
本
宗
教
史
の
立
場
」
著
者
は
宗
教
を
「
人
間
存
在
の
 究
極
的
 

関
心
で
あ
り
、
人
間
の
究
極
的
価
値
と
意
義
に
関
す
る
態
度
と
 行
為
で
あ
 

る
 」
と
定
義
し
、
つ
い
で
、
そ
の
役
割
を
「
一
方
で
は
社
会
 倫
 理
の
基
礎
 

と
な
る
べ
 
き
 究
極
的
価
値
な
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
他
方
 で
は
価
値
 

と
 意
義
へ
の
究
極
的
脅
威
す
な
わ
ち
窮
極
的
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
 ，
ン
と
呼
 

び
 得
る
も
の
を
社
会
の
中
心
的
価
値
を
お
か
す
こ
と
な
し
に
 処
 

二
つ
の
操
作
す
な
 ね
 ち
、
「
日
本
宗
教
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
 個
 理

す
る
」
 

則
 宗
教
史
 

（
以
上
九
頁
）
こ
と
で
あ
る
と
お
さ
え
て
い
る
。
つ
い
で
、
「
 
日
 本
 宗
教
 

史
の
主
要
な
目
的
は
、
日
本
人
が
発
想
し
、
あ
る
い
は
他
か
ら
 受
容
し
つ
 

つ
 展
開
せ
し
め
た
宗
教
の
形
態
と
こ
の
宗
教
を
通
し
て
表
白
し
 @
 
し
い
る
 信
 

仰
 も
し
く
は
宗
教
意
識
の
形
態
を
日
本
の
文
化
社
会
と
の
正
史
 的
 関
係
に
 

お
い
て
と
ら
え
て
見
る
こ
と
に
あ
る
」
（
八
頁
）
と
し
、
そ
の
 為
に
は
 

の
時
代
的
変
遷
を
通
し
て
の
普
遍
性
の
発
見
か
ら
想
定
す
る
 
こ
と
」
と
 

「
も
う
一
つ
は
変
化
そ
の
も
の
の
共
通
性
の
発
見
か
ら
想
定
す
る
 」
こ
と
 

が
 必
要
で
あ
る
と
す
る
。
著
者
の
い
う
日
本
宗
教
の
プ
ロ
ト
タ
 イ
 ブ
 は
 、
 

日
本
の
全
宗
教
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
、
歴
史
的
に
も
不
変
で
あ
 り
 、
 各
時
 

代
 時
代
で
の
顕
現
の
仕
方
も
共
通
で
あ
る
単
数
の
日
本
宗
教
（
 以
下
日
本
 

 
 

宗
教
は
こ
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
）
の
原
質
を
意
味
 

し
て
い
る
 

と
 思
わ
れ
る
。
そ
れ
 故
 著
者
の
日
本
宗
教
史
の
課
題
は
 、
 こ
 う
 し
た
原
質
 

の
 顕
現
の
仕
方
を
各
時
代
の
文
化
社
会
と
の
関
係
か
ら
分
析
す
 る
こ
と
に
 

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

二
 、
「
宗
教
の
社
会
的
機
能
仁
関
す
る
理
論
」
日
本
の
よ
う
に
 、
「
 
極
 
Ⅲ
 

め
て
複
雑
に
社
会
、
文
化
お
よ
び
そ
の
宗
教
を
実
修
す
る
個
人
  
 

 
 

向
 と
欲
求
と
に
む
す
び
合
っ
て
い
る
」
（
一
六
頁
）
宗
教
を
研
 先
 ず
る
 為
 

㏄
 

に
は
機
能
主
義
の
立
場
に
た
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
著
者
 は
 本
章
で
 

口
け
吏
 
す
の
 
@
 
・
 臼
 三
の
杏
 ロ
り
オ
ゴ
目
 
，
 目
窯
 （
 
0
 コ
等
の
機
能
主
義
 理
論
だ
 紹
 

介
し
つ
つ
自
己
の
立
場
を
明
示
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
 が
 機
能
 分
 

析
の
場
合
は
、
一
二
定
の
社
会
的
文
化
的
な
事
柄
が
、
そ
れ
に
 た
い
し
て
 

機
能
を
有
し
て
い
る
よ
う
な
諸
単
位
を
、
こ
ま
か
く
し
 ね
 げ
す
 る
こ
と
が
 

と
く
に
要
求
さ
れ
る
」
（
一
九
頁
）
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
 
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
分
析
の
単
位
と
し
て
の
社
会
の
範
囲
が
明
 瞭
に
 限
定
 

さ
れ
て
い
な
い
こ
の
こ
と
が
本
書
の
 記
述
を
多
少
と
も
あ
い
ま
 

-
 

い
に
し
で
 

い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
文
か
ら
見
る
限
り
、
著
者
の
意
図
す
 
る
と
こ
ろ
 

は
 、
日
本
全
体
社
会
を
一
つ
の
社
会
体
系
と
し
て
把
握
し
、
 そ
 の
中
に
お
 

げ
る
日
本
宗
教
の
機
能
な
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
 。
そ
こ
で
 

私
は
以
下
一
社
会
体
系
と
し
て
と
ら
え
た
日
本
全
体
社
会
の
意
 味
 で
社
ム
ム
 

を
 解
し
て
紹
介
を
す
す
め
る
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

さ
て
、
著
者
は
本
章
の
結
論
で
、
宗
教
の
社
会
機
能
を
、
「
 総
 括
し
て
 

二
つ
の
重
要
な
、
し
か
も
 
相
 矛
盾
す
る
方
向
、
す
な
 ね
 ち
、
一
つ
は
 
伝
承
性
、
 

現
状
維
持
的
、
停
滞
的
方
向
と
、
他
は
革
新
性
、
現
状
打
破
的
、
 
進
歩
的
方
 

向
の
両
面
に
お
い
て
観
察
す
る
必
要
が
あ
る
」
（
一
九
頁
）
 と
 と
ら
え
 四
 

章
 以
下
で
日
ホ
宗
教
の
社
会
的
役
割
の
究
明
を
こ
こ
ろ
み
る
 為
  
 

し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
結
論
は
本
論
文
を
つ
ら
 ぬ
 い
て
い
 

る
 論
旨
の
展
開
と
符
合
し
な
い
。
む
し
ろ
、
最
初
に
紹
介
し
た
 社
会
の
中
 

心
的
価
値
を
そ
こ
な
わ
な
い
範
囲
で
の
成
員
の
究
極
的
フ
ラ
ス
  
 



  

，
ン
の
 解
消
と
社
会
の
中
心
的
価
値
の
強
化
と
い
う
宗
教
の
機
 能
 の
と
ら
 

え
方
の
方
が
本
論
文
の
論
旨
に
の
っ
て
い
る
。
何
故
な
ら
ば
、
 

戦
 後
日
本
社
 

会
の
完
全
な
崩
壊
、
革
命
は
新
興
宗
教
が
く
い
と
め
た
と
い
う
 著
者
の
分
 

析
か
 t
@
-
,
<
@
 

か
が
わ
れ
る
よ
 う
 に
、
日
本
全
体
社
会
の
完
全
な
 デ
 ィ
 ス
イ
ン
 

テ
 グ
レ
ー
シ
，
 
ン
に
 寄
与
す
る
日
本
宗
教
は
考
え
ら
れ
て
い
な
  
 

あ
る
。
著
者
の
い
 う
 革
新
・
現
状
打
破
・
進
歩
へ
の
日
本
宗
教
の
 機
能
は
 、
 

後
述
さ
れ
て
い
る
よ
 う
 に
、
稀
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る
社
会
の
 中
心
的
価
 

値
の
強
化
と
い
う
形
に
よ
っ
て
押
し
す
す
め
ら
れ
て
い
る
の
で
 あ
る
。
 

三
 、
「
日
本
宗
教
を
性
格
づ
け
る
風
土
、
文
化
と
人
間
の
型
」
 

著
者
に
 

よ
る
と
、
日
本
列
島
は
、
ア
ジ
ア
大
陸
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
 か
ら
幾
多
 

の
 人
種
と
そ
の
文
化
の
漂
着
渡
来
を
可
能
に
さ
せ
た
が
、
反
面
 島
国
の
た
 

め
に
そ
れ
を
他
国
に
流
出
さ
せ
得
な
い
と
い
う
地
理
的
条
件
の
 も
と
に
あ
 

っ
た
 。
そ
れ
故
、
日
本
文
化
の
底
部
に
は
、
い
ず
れ
の
方
向
に
 も
 放
出
さ
 

れ
な
か
っ
た
雑
多
な
沈
澱
 物
 が
あ
り
、
こ
れ
を
時
々
か
 き
ま
 わ
 し
、
 新
し
 

く
 組
立
て
る
外
部
刺
戟
と
内
部
反
応
が
歴
史
の
上
に
繰
返
さ
れ
 て
 ぎ
て
い
 

る
 。
ま
た
日
本
人
の
生
活
基
盤
が
歴
史
時
代
の
は
じ
め
か
ら
 定
 住
 農
耕
 と
 

自
給
自
足
的
孤
立
的
ム
ラ
集
団
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ム
ラ
が
 そ
れ
ぞ
れ
 

独
立
し
た
 島
映
的
 性
格
を
持
ち
、
日
本
全
体
と
同
じ
く
、
沈
澱
   

激
 、
内
部
反
応
と
い
う
文
化
動
態
を
示
し
た
。
こ
う
し
た
 諸
条
 件
 は
や
が
 

て
 ム
ラ
集
団
の
構
成
要
素
で
あ
る
家
の
永
続
と
栄
誉
を
極
端
に
 重
視
す
る
 

評
 

儒
教
的
な
孝
の
思
想
と
こ
れ
に
も
と
づ
く
祖
先
崇
拝
の
宗
 教
を
生
む
と
 共
 

に
 、
他
面
ム
ラ
の
内
外
を
と
れ
ず
、
 

俗
 的
で
あ
れ
、
 
聖
 的
で
あ
 ね
 、
常
に
 

高
い
権
威
に
対
し
て
服
従
的
で
あ
り
、
何
等
か
の
権
威
に
す
が
 る
こ
と
な
 

書
し
に
は
そ
の
指
導
性
を
行
使
し
得
な
い
と
い
う
独
得
の
 
カ
 タ
ギ
 を
生
み
だ
 

し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
見
独
立
し
た
形
態
の
本
章
が
以
下
の
ぬ
 
嗣
述
 を
浮
 

ぎ
 ぼ
り
さ
せ
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
。
 

四
 、
「
社
会
の
 
ア
 ノ
ミ
ー
に
果
す
日
本
宗
教
の
役
割
と
性
格
 

ア
ジ
 

ャ
 ス
ト
メ
ン
ト
と
し
て
の
日
本
的
シ
ャ
 マ
ミ
 ズ
ム
」
は
 、
め
不
 教
の
第
一
 

0
 機
能
１
社
会
の
中
心
的
価
値
を
そ
こ
な
 
う
 こ
と
な
し
に
、
 
成
員
の
究
 

極
的
 フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
処
理
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
生
ま
 れ
る
伝
承
 

的
 ・
現
状
維
持
的
・
停
滞
的
方
向
の
機
能
１
１
を
と
り
あ
つ
か
 っ
て
い
る
 

部
分
で
あ
る
。
 

著
者
は
、
ま
ず
 
円
 「
社
会
的
ア
ノ
ミ
ー
と
こ
れ
に
た
い
す
る
 反
応
 口
 

で
、
社
会
成
員
の
究
極
的
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
，
 ン
を
導
び
ぎ
 出
す
要
因
 

と
し
て
、
ア
ノ
ミ
ー
が
 、
 人
々
に
意
識
さ
れ
た
場
合
に
お
こ
る
 社
会
の
緊
 

張
 と
不
安
を
考
え
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
著
者
の
い
 う
ア
ノ
 
ニ
 ー
 よ
ャ
 

@
 

「
文
化
的
規
準
と
目
的
と
、
こ
れ
ら
と
一
致
し
て
行
動
し
ょ
う
 と す
る
 案
 

団
 構
成
員
の
社
会
的
に
組
立
て
ら
れ
た
能
力
と
の
間
に
、
急
性
 0
 分
裂
が
 

あ
る
場
合
に
起
る
文
化
的
構
造
内
の
崩
壊
」
（
三
九
頁
）
の
 こ
 
と
で
あ
 

る
 。
こ
う
し
た
不
安
が
一
定
の
限
界
を
越
え
た
時
、
本
来
そ
の
 処
理
に
あ
 

た
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
既
成
の
宗
教
組
織
が
お
び
や
か
さ
れ
、
新
し
 い
 宗
教
組
 

織
 が
お
こ
る
か
、
古
い
宗
教
組
織
が
簡
単
で
強
力
な
形
に
脱
皮
 す
る
か
の
 

ど
ち
ら
か
の
方
向
を
と
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

こ
の
内
ま
ず
、
新
し
い
宗
教
組
織
の
出
現
が
注
目
さ
れ
、
 

㈲
 
社
 

全
的
ア
ノ
ミ
ー
と
新
宗
教
運
動
１
１
な
か
ん
つ
く
、
戦
後
の
新
 宗
教
は
皮
 

内
 な
こ
と
に
日
本
社
会
の
崩
壊
、
革
命
を
食
い
止
め
た
と
し
て
 
 
 

0
 分
析
に
頁
が
さ
か
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
新
宗
教
 が
 民
衆
の
 

究
極
的
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
，
 ン
 を
す
く
い
得
た
の
は
、
教
祖
が
 
 
 

@
 ト
 

ド
 
Ⅱ
 
@
 Ⅰ
 
ト
 
Ⅰ
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的
 性
格
を
持
つ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
 見
ら
れ
る
 

記
述
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
よ
 う
 に
著
者
は
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
を
 日
 太
宗
教
の
 

プ
ロ
ト
プ
ラ
ズ
 ふ
 と
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
氏
神
信
仰
 や
 仏
教
教
 

団
 等
を
考
え
ず
に
 唯
 こ
れ
だ
け
の
資
料
だ
げ
か
ら
シ
ャ
マ
ニ
ズ
 ム
を
 日
本
 

宗
教
の
プ
ロ
ト
プ
ラ
ズ
 ム
 に
す
る
こ
と
に
は
異
論
を
と
な
え
る
 人
 も
あ
る
 

か
と
思
わ
れ
る
が
、
私
は
著
者
の
分
析
方
法
に
焦
点
を
置
い
て
 紹
介
し
て
 

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
の
当
否
は
神
し
ろ
他
の
論
者
 の
 批
評
に
 

ゆ
 だ
れ
 る
 こ
と
に
し
ょ
う
。
 

白
す
 年
 0
 の
所
論
を
も
と
に
し
て
展
開
し
て
い
る
、
㈲
「
シ
ャ
 マ
 ニ
ズ
ム
 

の
形
態
と
機
能
」
の
記
載
か
ら
う
か
が
う
と
、
シ
ャ
マ
ン
は
 、
 エ
ク
ス
タ
 

シ
ー
（
ト
ラ
ン
ス
、
霊
魂
離
脱
、
意
識
喪
失
）
を
行
使
し
て
 一
 時
 的
に
 魂
 

を
 肉
体
か
ら
分
離
さ
せ
、
そ
れ
を
不
可
知
の
世
界
で
あ
る
天
界
 や
 地
上
界
 

に
 旅
さ
せ
る
能
力
を
そ
な
え
た
人
の
こ
と
で
あ
り
、
ニ
ク
ス
タ
 シ
ー
の
間
 

に
 精
霊
が
シ
ャ
マ
ン
の
肉
体
を
占
領
し
、
そ
の
口
を
か
り
て
 託
め
 
旦
を
下
す
 

場
合
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
。
民
衆
の
間
で
は
、
不
可
視
の
世
 界
 の
佳
音
 

に
よ
っ
て
お
こ
さ
れ
る
と
信
じ
ら
れ
る
危
機
的
状
況
に
お
い
て
 、
そ
の
 世
 

界
 に
入
り
込
み
、
精
霊
を
み
、
天
空
し
上
り
神
々
に
あ
い
、
 地
 下
界
に
下
 

り
 、
ま
た
悪
魔
や
病
気
や
死
と
戦
い
得
る
シ
ャ
マ
ン
が
彼
等
を
 す
く
い
 得
 

る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

最
後
に
㈲
「
日
本
宗
教
史
に
お
け
る
巫
女
活
躍
と
社
会
と
の
 関
 係
 」
で
 

ぼ
 、
日
本
歴
史
上
、
な
か
ん
づ
く
古
代
に
お
い
て
、
社
会
的
 危
 機
の
時
に
 

わ
れ
て
 社
 ム
ス
の
統
合
に
寄
与
し
た
と
い
う
こ
と
を
多
数
の
史
料
 

シ
ャ
マ
ン
的
性
格
を
持
つ
た
人
々
 

ヒ
ミ
コ
 ・
・
倭
姫
命
等
 を

 用
い
て
 

が
あ
ら
 

例
証
し
て
い
る
。
 

五
 、
「
社
会
の
変
革
に
果
し
た
日
本
宗
教
の
役
割
、
デ
ィ
ス
 イ
   

レ
ー
シ
ョ
 
ソ
 か
ら
り
 
ィ
 イ
ソ
 テ
 グ
レ
ー
シ
ョ
ン
 
ヘ
 」
で
は
、
 
宗
 教
の
第
二
 

 
 

0
 機
能
１
１
希
薄
に
な
っ
て
い
る
社
会
の
中
心
的
価
値
体
制
を
 強
化
す
る
 

拉
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
現
状
を
打
破
し
、
進
歩
的
、
革
新
的
方
向
を
 お
し
 す
す
 

め
る
と
い
う
面
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
 

日
 本
に
お
 け
 

る
 政
治
的
価
値
の
優
位
を
弼
 め
 、
こ
の
よ
う
な
社
会
の
近
代
化
 に
は
政
治
 

釣
合
理
化
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
、
こ
の
目
的
 

達
成
に
 宗
 

教
が
 大
き
な
役
割
を
占
め
て
ぎ
た
と
い
う
い
 n
-
-
p
 

ァ
の
 緒
論
（
 堀
 一
郎
 

池
田
昭
 訳
 
同
日
本
近
代
化
と
宗
教
倫
理
 
L
 未
来
社
参
照
）
 
と
同
 じ
 立
場
に
 

立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
歴
史
の
上
で
、
デ
ィ
ス
イ
ソ
 テ
 グ
レ
ー
シ
 

，
ン
 か
ら
り
イ
イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
 ソ
 へ
の
移
行
に
際
し
て
も
、
 
心
下
散
ハ
リ
 

助
け
に
 
よ
 る
政
治
的
合
理
化
が
必
ら
ず
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
 し
て
、
 そ
 

の
際
に
宗
教
の
は
た
し
た
役
割
を
各
時
代
ご
と
に
あ
と
づ
 け
て
 い
ろ
。
 す
 

ね
 ね
ち
、
織
文
か
ら
弥
生
へ
の
移
行
の
時
は
農
耕
儀
礼
と
祖
先
 崇
拝
・
 弥
 

生
か
ら
古
墳
時
代
の
時
は
カ
リ
ス
マ
釣
女
巫
，
大
化
の
改
新
の
 時
は
国
家
 

仏
教
・
平
安
末
の
社
会
的
危
機
は
鎌
倉
新
仏
教
の
展
開
が
そ
れ
 ぞ
れ
政
治
 

釣
合
理
化
を
助
長
さ
せ
た
と
い
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
ム
ロ
 

理
 化
の
過
程
 

に
 宗
教
が
果
し
た
役
割
は
 、
め
 0
 コ
 ぃ
ア
 の
言
葉
を
か
り
て
、
「
 そ
の
社
会
 

の
中
心
的
価
値
の
実
践
を
支
持
、
増
強
し
、
政
治
的
革
新
に
助
 抜
 を
あ
た
 

え
 、
そ
の
ム
ロ
法
性
を
提
供
し
」
た
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
て
木
晒
 

を
お
え
て
 

い
る
。
 

最
後
に
、
著
者
は
、
現
代
日
本
が
遭
遇
し
て
い
る
深
刻
な
変
革
 斯
 の
 ア
 

ノ
ミ
ー
の
解
消
に
は
、
既
成
宗
教
の
単
純
合
理
化
か
、
シ
ャ
 マ
 臣
イ
 
ハ
ム
 伊
忙
 

の
っ
と
る
新
宗
教
 か
 、
あ
る
い
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
 か
 、
は
た
 ま
た
社
会
 

ヰ
室
 
苫
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変
革
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
 

か
 、
い
ず
れ
加
役
立
つ
で
 

お
 ろ
 う
か
、
 
と
も
あ
れ
 

こ
れ
が
日
本
宗
教
が
直
面
し
て
い
る
最
大
の
現
在
的
課
題
で
あ
 

る
と
、
 
問
 

題
 を
な
げ
か
け
て
こ
の
論
文
を
お
え
て
い
る
。
 

 
 

限
り
で
ほ
 

以
上
の
大
略
の
説
明
か
ら
わ
か
る
よ
 

う
 に
本
論
文
の
大
き
な
 

特
 色
は
 、
 

著
者
自
身
も
指
摘
し
て
い
る
よ
 

う
 に
、
日
本
宗
教
史
を
機
能
主
 

義
理
法
 
麻
の
 

概
念
枠
組
を
用
い
て
分
析
し
て
見
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
 

た
 。
 選
 
牡
 @
 
ロ
 

す
れ
ば
、
著
者
は
、
日
本
宗
教
が
 

、
 ア
ノ
ミ
ー
の
引
 

き
 お
こ
し
 
た
 社
会
不
 

安
を
 シ
ャ
 マ
ソ
 の
方
向
指
示
に
よ
る
緊
張
処
理
と
、
政
治
的
合
 

理
化
の
助
 

長
 に
よ
っ
て
解
消
さ
せ
て
、
現
在
に
到
る
 

迄
 日
本
社
会
を
維
持
 

発
展
さ
せ
 

る
の
に
寄
与
し
て
ぎ
た
と
い
う
立
場
か
ら
日
本
宗
教
史
を
分
析
 

し
よ
う
と
 

は
じ
め
て
 
-
 
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
為
に
紹
介
文
中
に
 

指
摘
し
た
 

2
5
 

に
い
く
つ
か
の
概
念
規
定
の
あ
い
ま
い
さ
は
認
め
ら
れ
る
 

が
 、
日
本
 

宗
教
史
に
機
能
主
義
の
分
析
方
法
を
導
入
し
た
す
ぐ
れ
た
 

業
蹟
 と
し
て
 
長
 

く
 学
界
に
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。
 

本
書
の
紹
介
は
未
熟
な
筆
者
の
力
を
越
え
て
お
り
、
そ
の
為
に
 

誤
解
 見
 

お
と
し
表
現
の
 

未
 熟
な
ど
の
点
で
失
礼
を
お
か
し
て
い
る
箇
所
 

も
 多
々
 あ
 

る
と
思
わ
れ
る
が
、
切
に
著
者
の
御
寛
容
を
お
ね
が
い
す
る
 

次
第
で
あ
 

る
 。
 

評
 

（
昭
和
三
 
セ
 年
刊
・
 

A
5
 

、
三
二
六
頁
、
八
五
 

0
 円
 
未
来
社
）
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Religious Meaning of Art Performances 

Masayoshi NISHITSUNOI 

This article is to give a brief history of art. performances in Japan (here' 

this word is used to mean performances in their primitive religious stage prior. 

to their establishment as arts), i. e. how they originated as magical acts and 

developed to musical dances accompanying religious rites, or how what were 

primarily used as means of missionary activities finally .took the forms of folk 

dances. 

1 )  Asobibe. In ancient days there was a group of people called Asobibe, 

whose duty was to take charge of funerals a t  Imperial Palace and co appease 

the dead souls. Asobi means " to  play music". A myth tells us of the magi- 

cal performance of playing music everyday when a funeral took place, trying 

to revive the dead. Its original music, however, cannot be traced today, though. 

the typical element of it can be found in some of the old rituals. 

2) Gairaigaku (Imported Music). This was introduced to Japan after corn-. 

munication with China had started. In 612 an institute was opened for the. 

Japanese boys to learn Gigaku of South China. Gigaku is a kind of Sangakr 

(musical folk dances in China) combined with comic and acrobatic elements, 

and is considered to be the remote origin of Japanese folkloric ar t  performances. 

Following Gigabu, music from various districts of Asia, such as T6gaku (China), 

Komagaku (Korea), etc. were brought into Japan, and artists from the Asian 

Continent introduced the techniques of their sacred music and dances. In the. 
' 

Heian Period, or 9 th  century and thenceforth, these were recomposed into very 

Japanized music and dances. 

3) A r t  Performances and Shinto or Buddhist Rituals. An article of playing. 

music in divine presence in order to please deity was first recorded in 752 when 
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&he Great Buddha Statue was completed. Besides such Japanese blessing dances 

a s  Gosechi-mai, Kume-mai, Tatefushi-mai and Ararebashiri, imported music 

like Gigaku, Sangaku and Tdgaku were also played. Bonnon (by 200 people), 

Shakuj6 (by 200 people) and singing (by 10 people) were dedicated in front of 

1 the Great Buddha Statue. Shbmyd (vocal music) and chanting of adoration 

poems and proses gave vocal effects to the Buddhist ritual, and sutra chanting 

by a number of priests naturally produced solemn atmosphere of religious 

services, thus leading all the participants, together with believers present, to 

a state of religious exaltation and ecstasy. Kbfukuji in Nara and Tennbji in 

Osaka had their own sacred music and dances; they must have been played at 

temples as  well as a t  Court. First they were more often played at  Buddhist 

-rituals, but later, Japanese singing and dancing of Utamono type (such as 

Xagura, Azumaasobi, Yamato-mai, etc.) in court music came to be played 

i n  Shinto, a s  their gracefulness well matched with the atmosphere of Shinto 

rituals. These musical dances were composed on harmony of various tunes, and 

.the traditional Japanese Koto were used as major instruments, together with 

Shd and Hichiriki. 

In Shinto art performances in general, religious personnel or magicians of 

low grade visit villages or big shrines and temples, which are their patrons, in 

the guise of gods and spirits, and by performing religious acts (consisting of 

various sorts of dances and dramas) give blessing to villagers or higher gods. The 

original form of Mikagura, which is court music in the Heian Period, retains 

this pattern of the visit of godlike persons. Many other examples of this type 

can be seen in existing folkloric ritual performances. Two kinds of roles are 

played by this group of godlike persons: the roles of godlike persons and those 

of spirits. The motive of the performance is for the godlike persons to give 

magical power to people, and for the spirits to confirm the promises they made- 

anciently when they were subordinated themselves to gods, and thus to protect 

the welfare of villagers and safety of crops. 
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4) Religious Music. There can be no religion which has no art element in 

it a t  all. In Buddhism, Bonbai (Sanskrit hymns), ShGmyG (vocal music), Wasan 

(Japanese verses) and Nembutsu (calling of Buddha's name), all have had great 

religious educational effects on people. Confession stories, which are sermons 

tokl in easily comprehensible ways, old JBruri (ballad dramas), stories in dramas 

on miracles by gods or Buddhas, or Christian hymns and solemn organ music 

a re  all indispensable to religions. 

5) Flourishing of Art Performances. From the Heian Period to the Muro- 

machi Period, all sorts of arts flourished. Ennen-mai was popular a t  temples, 

and it can now be seen at  MGotsu-ji a t  Hiraizumi and RinnB-ji a t  Nikko. Ennen- 

mai of Rinn6-ji is in a very simplified form, but that of Mbotsu-ji has a kind 

of Noh play in it. 

6) Local Art Performances. As existing local performances with nationwide 

distribution, Kagura, Shishi-mai, Taiko-odori, Nembutsu-odori, Fur$, etc. 

i'n each district can be mentioned, besides Dengaku, Ennen and Bugaku above 

mentioned. These local a r t  performances have gradually formed typical charac- 

teristics of each district, while influencing one another, and have been handed 

down as performance with religious functions. Above all, Nembutsu pedormance 

originated in Nembutsu-odori by Saint YugyB, which was a means of simple 

Buddhist missionary activities started in 11 th or 12 th century, has given the 

greatest influence on folkloric ritual performances. Art performances were 

primarily regarded to be the magic gods would make for man, or plays spirits 

would dedicate on behalf of man, or else they .were the means to promote 

religious education or to induce ecstasy. Nowadays these original functions and 

meanings are forgotten, and they are played for the purpose of pleasing divine 

will or as a kind of festival recreation. 



Taoism and Shugendo (@,%B) 

Noritada KUBO 

I 
Many elements of Chinese Taoism were taken over by ShugendB which 

has  played an important role in the history of Japanese folk religion. Fur ther-  

more, thkre is a remarkable similarity in the nature both of Taoism and 

ShugendB a s  religion, in their function in the  life of people, and in their  respec- 

tive historical devdopment. 

However, few attempts have thus far  been made to study ShugendB. 

especially in i ts  relation to Taoism, except those made by Shigeta KOYANAGI 

and Enkii UNO. I t  is partly because the field of Taoistic studies itself has  re- 

mained rather unexplored. 

In  this paper the author, after describing the nature and the characteristics. 

of Taoism as  such, points out some Taoist elements perceived in Japanese folk 

customs. He then proceeds to compare Shugenda and Taoism to conclude that  

there are  more common or similar points than expected between the two. As 

a result, contributions made in the research in ShugendB throw a light on the 

transmission of Taoism on the one hand and on the origin of Japanese culture 

on the other. 



Immanuel Kant und Gotama Buddha 

-Ein Beitrag zur vergleichenden Philosophie- 

Mitsuyoshi SAIGUSA 

Trotz  des grosskn Unterschiedes zwischen Irnrnanuel Kants  und Gotama 

Buddhas Leben, Zeit und Zustanden, waren beide ahnlicherweise 
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.ihrer Lander geboren und im Alter von 80 Jahren gestorben. Ich mochte hier 

.aber nicht diese iIusserlichen Umstande untersuchen, sondern ihre philospohischen 

Anschauungen miteinander vergleichen. 

1) Analogie: Obwohl Kant von mindestens drei verschiedenen Systemen 

beeinflusst war, ntimlich dem Descartes-Spinoza-Leibniz-Wolffschen Rationalismus 

(=Dogmatismus), dem englischen Ernpirismus (=Skeptizismus), besonders Hu- 

me, und dem sogenannten Naturalismus Rousseaue, hat er,  im Laufe seines 

langen Lebens als Philosoph, die Revolution der Philosophie entworfen und diese 

selbst mit der "Kopernikanischen Wendung" verglichen. Kant hat, kurz gesagt, 

die Experimentalmethode in die Philosophie eingefiihrt. Vor Buddha war in 

Indien die Bliitezeit von Upanishaden und den mehreren anderen spekulativen 

Systemen. Nach langer Zeit tiefer Meditation und ausdauerndem Streben hat 

Buddha fiir sich allein die "Erleuchtung7' (bodhi) erreicht und seinen eigenen 

*Weg" (m7irga) begriindet. 

2) ~hnl ichke i t  : Die Gegenstande der Erkenntnis von Kant und Buddha sind 

nichts anders als solche, auf die sich unsere Erfahrungen beziehen. "Ding(e) 

.an sich" hat Kant "liegen lassen". Buddha erzahlt nur von 5 "Gruppen" (skan- 

&a) oder 6 "Sinneswahrnehmungen" (ayatana). Dariiber hinaus haben beide 

die gew6hnliche Metaphysik abgelehnt. Kant erkltirt grundstitzlich, dass sie vom 

Schein der Vernunft bis zu den drei Problemen von Seele, Antinomie der Welt 

und Ontologie des Gottes fiihre. Auf die rein metaphysischen Fragen hat Bud- 

.dha keine Antwort gegeben ( a v y z k t a ) .  

3) Verschiedenheit : Kant und Buddha unterscheiden sich wesentlich in der 

Auffassung des Begriffes der Zeit. Kant erorterte, dass "die Zeit eine notwendige 

Vorstellung, die allen Anschauungen zum Grund liegt", "a priori gegeben" und 

nichts anders, als die Form des inneren Sinnes" sei. Daher werden .nach Kants 

Ansicht die ~ r s c h e i ; w n ~ e n  durch die Zeit als unsere inneren Erfahrungen darge- 

stellt. Ausserdem erkltirt Kant "die drei modi der Zeit", d. h. Beharrlichkeit, 

Folge (Nacheinandersein) und Zugleichsein. Buddhas Zeitbegriff konzentriert 
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sich auf die sogenannte Verganglichkeitstheorie (anitya). Er  wiederholt immer: 

Alles ist verganglich. Ich mbchte dabei folgendes klarmachen : 

a) Verganglichkeit bezieht sich nicht auf das "Gemachte" (samskrta), sondern 

auf "alles" (sarva) . 

b) Verganglichkeit geht eigentlich nicht immer mit dem "abhangigen Entstehen" 

(prat i tya samutpzda) parallel. 

c) Verganglichkeit vereinigt sich mit der "Aufhebung" (nirodha). 

d) "Leiden" (duhkha) und "Ohne Selbst" (anSitman) folgen immer der Vergang- 

lichkeit. 

e) "Leiden" ist der zeitliche und Verganglichkeit ist der logische Ursprung des 

Buddha. 

f )  Verganglichkeit stellt sich nicht als Antithese der "Ewigkeit" (nitya) dar. 

g) Verganglichkeit hat Buddha selbst verkarpert, und in seiner letzten Stunde 

hat er seine Schiiler vor allem an das Wesen der Verganglichkeit erinnert. 



Religiijse Praxis der Katholiken im Zusammenhang 

mit dem sozial-oko~omischen Milieu in Europa 

Shin ANZAI 

Bei einer soziologischen Untersuchung der religiiisen Praxis miissen sowohl 

die sozialen wie auch die pershlichen Strukturmerkmale in Betracht gezogen 

werden. Unter den sozialen Strukturmerkmalen versteht man die konfessionelle 

Struktur des Untersuchungsgebietes, das sozial-iikonomische Milieu, die Grlisse 

der Gemeinde usw. 

  it dem sozialOkonomischen Milieu k6nnen entwecleer lhdliche oder etidtische 

Cebiete gemeint sein. Es miisste deren Charakter naher bestimmt werden, 

ob es  sich in  den stadtischen Gebieten um Industrie, Fremdenverkehrsorte 



usw. handelt, in den liindlichen, ob die mechanisierte oder nicht mechanisierte 

Wirtschaftsform iiberwiegt, ob es sich um ausgesprochen landwirtschaftliche, 

gewerbliche oder gemischte Gemeinden, um geschlossene Siedlungsgebiete oder 

Streusiedlungen handelt. Grundsatzlich miissen die Grbsse der Gemeinden und 

ihrer Bevalkerung in Betracht gezogen werden. Wenn wir iiber den Sonntags- 

gottesdienst der Katholiken in Europa stadtische und landliche Gebiete einer 

Betrachtung unterziehen, ist ein Charakteristikum auffalIend : Landgebiete zeigen 

eine hohe Beteiligung der Bevblkerung am Gottesdienst, sadtische eine niedrige. 

Wahrend aber in liindlichen Gebieten die hohe Beteiligungsziffer Schwankungen 

unterliegt, bleibt sie in den Stadten immer niedrig, zeugt kaum Abweichungen 

nach oben und ist in den Milionenstadten am niedrigsten. 

Im Durchschnitt kann man hachsten Gottesdienstbesuch in iiberwiegend: 

landwirtschaftlichen Gebieten, mittleren in Mischgemeinden und niedrige in Indu- 

striegemeinden finden. 

Im allgemeinen herrscht auf dem Lande innerhalb dieser Glhbigengruppen. 

ein starker sozialer Zwang; sie sind daher konservativ, ein Abweichen von d e r  

Tradition ist schwer und wird vermieden. Dieser Tradition entgegengesetzte, 

progressive Ideen kbnnen gar nicht oder nur schwer eindringen. In den Stiidten 

jedoch ist der soziale Zwang nur gering, negative Ideen und Bestrebungen 

entstehen leicht in der Gruppe selbst und haben eine Tendenz zur Sakularisation. 

Dadurch wird die religiose Praxis negativ beeinflusst. Einen besonders niederent 

Prozentsatz religiiiser Praxis finden wir in Stiidten, die antiklerikalen Ideen offen 

stehen, die im Verkehrszentrum liegen, die starke soziale Umwiilzungen erlebten, 

wie z. B. die Industriestiidte. 

Zwischen Land- und Stadtgebieten ergeben sich selbstverstiindlich Wechsel- 

beziehungen. Dabei ltisst sich feststellen, dass ein breiter landlicher Giirtel mit  

hoher Gottesdienstbeteiligung auch die religiBse Praxis einer benachbarten Stadt  

zu beeinflussen vermag, wie umgekehrt die geringe religiiise Praxis der Milionen- 

stildte negativ auf die umliegenden Landgebiete wirkt. 
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Auch wenn e s  im allgemeinen richtig ist, dass stiidtische Gebiete eine niedrige, 

liindliche eine hohe religibse Praxis aufweisen, so ergibt eine Untersuchung der 

Wechselwirkung von Gottesdienstbeteiligung und Gemeindegr6ssenklasse doch kein 

richtiges Bild und kann vor allem nicht als eime streng gesetzmissige Tatsache 

gewertet werden. 

Das Phiinomen der Entchristlichung stellt sich manchmal mit der Bevol- 

kerungszunahme ein. Dies ist jedoch eine Bedingung, als Ursache aber hat sie 

andere  sozial-bkonomische, historische und religibse Griinde. 




