
 
 

 
 

興
味
を
い
た
い
て
い
 

 
 

 
 

究
 の
 範
 時
に
属
せ
し
め
 

  

 
 

 
 

、
同
様
に
取
り
扱
う
こ
 

 
 

の
き
白
い
訳
 
ネ
し
 
あ
る
。
 

 
 

 
 

う
か
が
わ
れ
な
い
で
 

 
 

 
 

は
 、
も
ち
ろ
ん
、
持
ち
 

 
 

 
 

様
で
あ
っ
た
。
中
に
就
き
、
 

 
 

 
 

と
し
て
序
の
上
表
に
あ
る
。
 

 
 

 
 

て
、
 「
い
さ
な
ぎ
の
大
神
」
 

曽
 

 
 

 
 

い
 。
あ
ん
な
も
の
の
た
 
  (1) 

  

曲
目
白
ロ
 
田
 

理
神
 

｜
 古
事
記
の
成
立
を
め
ぐ
る
疑
惑
 
｜
 

長
男
 

西
田
 



註
 

 
 

 
 

拙
著
「
古
代
文
学
 

 
 

 
 

 
 

（
 
2
 
）
 

 
 

 
 

民
氏
 

が
お
ら
れ
、
私
が
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
と
も
か
く
、
 

記
序
が
 

 
 

 
 

前
に
柿
本
人
麻
呂
長
歌
 

 
 

 
 

似
た
表
現
に
な
ら
ざ
る
 

 
 

 
 

妥
当
性
が
あ
ら
う
目
と
（
 

3
 
）
 

 
 

 
 

上
限
と
し
て
の
和
銅
 

六
 

 
 

 
 

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
 

古
 

 
 

 
 

に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
 

 
 

瓦
 
壊
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
 

(2)  2 



 
 

き
 こ
し
め
す
背
面
の
国
の
 

マ
キ
 

真
木
立
っ
不
破
山
越
え
て
 

 
 

 
 

置
か
れ
て
い
た
の
で
 

 
 

 
 

東
海
道
伊
勢
 国
 鈴
鹿
郡
 

 
 

 
 

方
の
来
襲
を
防
ぎ
、
よ
っ
て
 

 
 

 
 

王
 」
、
即
ち
天
武
天
皇
は
 、
 

  

 
 

 
 

 
 

原
町
野
上
）
に
ま
で
進
出
し
、
㏄
 

曽
 

 
 

 
 

か
ら
 1
 
と
き
に
最
前
線
 
3
 

 
 

 
 

集
 、
巻
二
の
「
高
市
 

 
 

 
 

紀
 並
び
に
 記
序
 と
の
 比
 

較
を
試
み
る
の
が
便
宜
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
 う
 。
 

オ
ホ
キ
 

Ⅲ
や
す
み
し
し
わ
が
大
王
の
 

    

0
 周
辺
」
に
も
再
録
し
て
お
い
た
 
ゥ
｜
 

 
 

賞
 、
昭
和
三
十
九
年
一
月
 寺
 ）
 

 
 

 
 

）
「
西
田
長
男
 

 
 

照
 。
 ｜
 

 
 

和
 四
十
年
四
月
号
）
 



 
 

 
 

 
 

オ
キ
 

 
 

 
 

て
 還
り
た
ま
 ふ
 。
 

 
 

ィ
 デ
マ
 

 
 

 
 

 
 

り
た
ま
 ふ
 。
天
皇
、
 妓
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

高
市
、
神
祇
の
霊
に
 

頼
 

マ
キ
 
ム
カ
 

 
 

/
 ダ
 ム
 キ
 

 
 

さ
く
、
…
…
と
。
  

 

の
 

 
 

 
 

家
に
）
に
到
り
て
、
 
先
づ
 

 
 

 
 

さ
し
む
。
 又
 、
稚
 桜
部
 

 
 

 
 

即
ち
 停
 り
て
遣
さ
ず
。
」
 

，
デ
 
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ふ
比
 、
尾
張
国
司
 守
小
 

 
 

 
 

 
 

 
 

。
野
上
に
到
り
た
ま
 ふ
 

 
 

 
 

こ
こ
に
行
宮
を
営
ま
 

ァ
 
モ
 

カ
リ
 、
、
 

.
 
ヤ
 

行
宮
に
天
降
り
い
ま
し
て
 

  

 
 

 
 

て
 」
と
歌
っ
て
い
る
の
 
4
 

 
 

 
 

つ
て
越
え
ら
れ
た
こ
と
）
 

 
 

 
 

は
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

㈲
犯
則
 
和
射
見
 が
原
（
 和
雙
ガ
原
 ）
 の
 



  

曽 富 理 神 

 
 

 
 

夏
、
和
 

走
 に
住
し
て
、
，
季
 

ノ
 
@
 
ゴ
ク
 

オ
め
 

 
 

 
 

日
 
）
。
将
軍
等
、
不
破
 

宮
 

 
 

イ
ホ
リ
ノ
マ
ヘ
 

 
 

 
 

る
 。
と
す
る
と
、
人
麻
 

 
 

 
 

射
見
 
」
と
し
る
し
て
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮
を
出
発
さ
れ
た
天
皇
 

 
 

 
 

う
し
て
、
こ
の
野
上
に
 

 
 

 
 

た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
 

 
 

 
 

セ
月
 
四
・
五
日
頃
の
大
 

 
 

 
 

斐
国
 
に
ま
で
も
及
ん
で
 

 
 
 
 
 
 

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

㈲
ち
は
や
ぶ
る
人
を
釈
せ
と
 

 
 



 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ク
ナ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

夜
 で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
そ
れ
は
あ
た
か
も
こ
 

津
 Ⅰ
柘
植
間
の
五
 0
 キ
 

柘
植
 町
 の
こ
と
で
、
 伊
 

朝
 に
は
 債
 殖
の
山
口
に
 

十
五
日
の
暁
に
か
け
て
 

に
相
ぃ
 当
た
る
の
で
あ
 

に
 ㈲
に
列
立
し
て
お
い
 

げ
な
げ
な
姿
を
み
 ら
 

皇
子
な
が
ら
任
 け
 賜
へ
ば
 

 
 

 
 

ろ
 う
 、
高
市
皇
子
 

 
 

 
 

こ
さ
れ
た
 日
 
（
二
十
四
 

 
 

 
 

ょ
 ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
 

㈲
大
御
身
に
大
刀
取
り
帯
か
し
 

大
御
手
に
弓
取
り
持
た
し
 

 
 御

軍
士
を
率
ひ
た
 ま
ひ
 

(6)  6 



念
ふ
ま
で
聞
の
恐
く
見
惑
 

一
は
云
ふ
 

ふ
 ま
で
に
。
 

、
諸
人
の
、
 

ク
 モ
 

神
 

 
 

引
き
放
っ
箭
の
繁
け
く
 

理
 

 
  

 

大
雪
の
乱
れ
て
来
れ
そ
ち
よ
り
来
れ
ば
。
一
は
 

云
ふ
、
篠
 な
す
、
 

 
 

富
 

 
 

曽
  

 

 
 

二
 赤
色
 -
 著
二
 太
上
口
 

次
 ぎ
 饗
 せ
る
小
角
の
音
も
。
 

グ
 

笛
の
音
は
。
一
は
 

云
ふ
、
 

 
 

敵
 み
た
る
虎
が
 肌
 ゆ
る
と
 

 
 

サ
サ
 

指
 挙
げ
た
る
幡
の
摩
き
は
 

野
 毎
に
著
き
て
あ
る
火
の
春
野
焼
く
火
の
。
 

一
は
云
ふ
、
冬
 

ご
も
り
、
 

ム
ク
 

風
 の
 共
磨
 か
 ふ
 如
く
 

取
り
持
て
る
 耳
 二
弾
の
 

騒
サ
ヮ
キ
 

み
雪
降
る
冬
の
林
に
 

 
 ぬ

か
も
い
巻
き
渡
る
と
 

 
 

こ
れ
も
㈲
に
引
立
し
て
お
い
た
「
…
…
皇
子
、
腎
を
 

 
 

の
 霊
に
頼
り
、
天
皇
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

㈹
 

斎
 ふ
る
鼓
の
昔
は
 

ィ
 カ
ツ
ナ
 

雷
の
声
と
聞
く
ま
で
 



 
 

 
 

0
 部
分
か
ら
、
直
接
に
 

 
 

 
 

過
程
」
を
見
出
す
こ
と
 

者
の
表
現
過
程
は
類
似
す
る
 
L
 と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

低
 し
て
い
る
の
は
、
 
た
 

 
 

 
 

声
 、
 聞
 工
数
百
里
 
ゃ
 

 
 

 
 

ひ
 切
れ
な
い
ほ
ど
、
 
両
 

  

 
 

 
 

の
を
も
っ
て
ゐ
る
。
」
 

 
 

 
 

モ
中
紅
以
前
に
柿
本
人
 

 
 

 
 

序
は
壬
申
 紀
 を
見
な
く
 

 
 

た
か
ら
り
か
」
と
批
判
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

と
は
、
「
内
容
は
極
め
 

 
 

 
 

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

い
 て
壬
申
の
乱
に
関
す
 

 
 

 
 

あ
る
も
の
は
、
ど
れ
も
 

 
 

 
 

壬
申
の
乱
と
い
う
過
去
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
ま
い
か
。
 西
 

 
 

 
 

紀
 と
記
 序
 と
の
一
致
に
）
 

 
 

 
 

 
 

の
 一
致
が
 歩
い
 」
、
そ
れ
 

 
 

 
 

雨
 し
と
あ
る
の
に
「
 

極
 
8
 



曽
 

 
 

 
 

ぅ
 結
論
に
ま
で
 導
 び
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
た
、
人
麻
呂
の
長
歌
 

 
 

 
 

?
.
 

）
、
 

梁
封
 

二
棟
 

公
 
-
 
策
文
 

 
 

 
 

る
 
」
、
言
い
換
え
れ
ば
、
 

 
 

 
 

い
か
ら
、
「
 

記
序
が
 

壬
申
 

紀
 

 
 

 
 

に
 
柿
本
人
麻
呂
長
歌
の
や
 

ぅ
 

(9) 

（
 
く
 
Ⅰ
）
 

 
 

 
 

ゑ
 赤
旗
 所
 。
 指
 、
 
妖
畳
洞
 

 
 

 
 

 
 

嗅
ュ
ル
 
コ
ト
 雷
塞
ノ
若
 

 
 

 
 

氏
は
 、
こ
う
し
た
先
人
 

 
 

 
 

両
者
の
表
現
過
程
は
類
 

似
す
る
」
と
速
断
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ま
 い
か
 。
 

 
 

 
 

し
る
し
て
い
る
。
 
し
 

 
 

ゴ
ト
 

 
 

野
火
 ノ
趣
か
 
コ
ト
 雲
蝿
ノ
若
ク
兜
虎
ノ
嗅
ュ
 ル
声
 雷
 娃
ノ
如
シ
 」
と
あ
り
、
 

（
 
ノ
丹
 
）
 

 
 

 
 

巻
 王
に
 、
 
「
コ
コ
 ニ
楚
王
 

 
 

な
も
の
だ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

う
 に
、
漢
籍
に
よ
る
 



る
 、
幡
の
摩
ぎ
は
、
 
冬
 ご
も
り
、
 

て
 類
似
し
て
い
る
」
で
は
な
い
か
 

赤
色
 -
 
著
 ニ
女
上
 ニ
 
け
た
と
い
う
 ナ
 

い
な
い
の
で
あ
る
。
が
、
 
記
序
 や
 

こ
 う
 い
 う
と
 、
一
見
、
西
宮
 氏
 

風
 の
 共
 、
 扉
か
ふ
 如
く
」
に
「
極
め
 

 
 

の
久
 

 
 

は
 近
江
 方
 の
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
に
「
 以
ニ
 

 
 

用
い
た
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
し
る
さ
れ
て
 

 
 

い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
 

 
 

こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
「
内
容
 し
 即
ち
事
実
上
 

 
 

 
 

の
 一
文
と
は
、
「
大
麻
呂
 

 
 

 
 

う
 に
す
り
か
え
ら
れ
て
 

 
 

 
 

ぃ
 壬
申
 紀
 、
 セ
 五
二
十
 

 
 

 
 

推
論
に
及
ば
れ
た
も
の
 

 
 

 
 

な
 、
ど
ち
ら
か
と
い
 
へ
 

 
 

 
 

何
と
お
こ
た
え
し
て
 よ
 

い
か
途
方
に
暮
れ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
 

 
 

 
 

し
た
る
関
係
も
な
か
 

 
 

 
 

と
 人
麻
呂
の
長
歌
と
の
 

 
 

 
 

呂
の
長
歌
の
「
 指
挙
た
 

 
 

 
 

 
 

か
わ
ら
ず
、
恐
ら
く
は
 

 
 

 
 

い
る
こ
と
を
十
分
に
 
0
 

 
 

 
 

 
 

、
 巻
 五
や
説
苑
、
 
巻
 十
）
 

 
 



  

 
 

 
 

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

、
ま
さ
し
く
そ
の
後
を
 

 
 

 
 

二
年
二
月
丁
目
朗
笑
 禾
 
（
 
二
 

 
 

 
 

」
「
高
市
皇
子
 命
 」
と
し
る
 

 
 

 
 

に
 太
政
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
 

曽
 

 
 

 
 

皇
子
の
先
例
に
つ
い
て
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徴
証
は
、
何
等
見
出
す
 

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

内
容
は
も
と
よ
り
 表
 

 
 

 
 

ぎ
の
拙
稿
で
詳
し
く
論
 

 
 

 
 

も
 事
実
で
あ
ら
う
。
 
し
 

 
 

 
 

う
 散
文
と
を
比
較
し
て
 

 
 

そ
れ
で
も
 う
 十
分
で
あ
る
ま
い
か
。
即
ち
、
西
宮
 氏
 の
 一
案
に
、
「
尤
も
 、
記
 

 
 

 
 

る
の
が
 却
 え
っ
て
妥
当
 

で
な
か
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

皇
の
十
年
（
の
 の
 の
 レ
 

 
 

 
 

発
し
た
 年
 （
寒
め
 
レ
 ・
 
ロ
，
 
）
 

 
 

 
 

 
 

行
く
方
を
知
ら
に
、
 
舎
 

  



 
 

 
 

り
で
鬼
ご
っ
こ
な
ど
に
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

た
頃
 お
い
に
は
、
そ
こ
 

 
 

 
 

サ
ブ
 

甲
 

 
 

 
 

記
 

 
 

 
 

一
 

 
 

 
 

目
 も

 大
海
人
皇
子
の
東
 

の
全
体
の
見
通
し
か
 

か
の
「
通
ご
近
江
 荒
 

の
あ
た
り
大
津
の
宮
 

（
 
4
1
 
）
 

 
 

 
 

て
 草
壁
皇
子
や
高
市
 

ず
 。
大
麻
呂
、
作
歌
無
し
。
 

 
 

 
 

 
 

天
に
於
け
る
諸
事
に
際
し
て
歌
を
作
っ
て
 

の
 皇
女
 莞
ず
 。
大
麻
呂
、
作
歌
あ
り
。
 大
 

に
 御
幸
あ
り
。
大
麻
呂
、
作
歌
無
し
。
 

 
 

の
 作
を
残
し
て
ゐ
な
い
。
こ
れ
に
依
っ
 

 
 

間
 、
舎
人
と
し
て
奉
仕
し
て
 ぬ
 た
も
の
 安

元
年
九
月
、
紀
伊
の
国
に
行
幸
 

同
年
十
二
月
、
持
続
大
上
天
皇
崩
 

る
る
こ
と
が
多
い
。
然
る
に
二
年
 

て
見
て
も
、
大
体
大
宝
元
年
頃
 ま
 

で
あ
ら
う
。
 

 
 

 
 

あ
っ
た
ろ
う
。
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

皇
子
の
尊
覧
 

ず
 。
 

 
 

 
 

。
は
れ
て
こ
う
し
た
 諌
歌
 
2
 

 
 



  

曽
  

 

 
 

容
 に
矛
盾
も
乖
離
も
 1
 

 
 

 
 

、
 「
み
雪
降
る
 、
 冬
の
林
 

 
 

 
 

来
れ
ば
 

、
億
 
な
す
、
」
と
か
と
歌
っ
 

 
 

 
 

よ
 う
 に
、
人
麻
呂
が
 戦
 

 
 

わ
ば
 歌
 そ
ら
ご
と
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ら
う
。
「
 
敵
み
 た
る
、
虎
が
 呵
 ゆ
る
と
」
 

 
 

 
 

や
 
「
 兜
虎
ノ
嗅
ュ
 
ル
声
審
廷
 

 
 

 
 

で
あ
る
こ
と
は
、
最
早
明
々
 

 
 

 
 
 
 

富
 
白
々
で
あ
る
。
 

 
 

サ
サ
ナ
 

 
 

 
 

天
皇
の
 、
 神
の
尊
の
 、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
ま
こ
と
に
そ
の
と
 お
 

り
で
あ
ろ
う
と
思
 う
 。
 

 
 

 
 

何
に
基
ず
い
て
歌
っ
 

 
 

 
 

と
 、
伝
承
 か
 記
録
か
の
 

（
 
9
 ）
 

 
 

 
 

聞
い
て
居
た
の
で
」
 
あ
 

 
 

 
 

り
を
一
度
な
ら
ず
二
度
 

 
 

 
 

ぎ
も
 、
そ
れ
が
伝
承
に
 

 
 

 
 

の
 乱
は
、
六
月
の
終
り
 

 
 

 
 

セ
月
 二
十
三
日
で
あ
っ
 



 
 

 
 

の
か
と
い
ふ
想
像
を
も
 

 
 

 
 

な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
、
 
酉
 

 
 

た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
 

 
 

 
 

関
す
る
所
伝
の
統
一
 

 
 

 
 

大
麻
呂
の
長
歌
の
如
 き
 

 
 

 
 

つ
ま
る
と
こ
ろ
は
 歌
そ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
で
な
い
の
を
注
意
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

、
こ
れ
に
 紀
臣
 何
 %
 麻
 

由
紀
は
主
と
し
て
安
井
 

し
て
全
貌
を
示
し
た
も
 

ら
 、
壬
申
 紀
 は
し
か
く
 

ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
 

で
は
な
か
っ
た
ろ
 う
 。
 

い
て
し
た
た
め
ら
れ
 

 
 

 
 

、
そ
れ
は
容
易
に
気
づ
 

 
 

 
 

の
 壬
申
 紀
 が
最
初
で
な
 

 
 

 
 

、
壬
申
紀
の
中
に
も
 何
 

 
 

 
 

0
 編
者
が
、
そ
の
編
集
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と
 思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
   

富
 

㈲
 
ま
つ
 
ろ
は
ず
立
ち
向
ひ
し
も
 

 
 

曽
 

 
 

露
霜
の
消
な
ば
 消
ぬ
 べ
く
 

神
 

 
 

 
 

堂
も
 「
太
安
万
侶
（
 古
 

 
 

 
 

一
に
 よ
 る
）
 こ
訂
叶
 

L
 
せ
れ
 ノ
 
」
 

 
 

 
 

記
録
の
類
に
墓
ず
 い
て
 

 
 

は
か
っ
た
」
壬
申
 紀
 に
よ
っ
て
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
 
る
に
相
違
な
い
の
で
あ
 

 
 

 
 

と
 せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
 

 
 

 
 

す
ら
り
か
が
わ
れ
る
の
 

 
 

 
 

あ
る
。
た
だ
し
、
 
記
序
 

 
 

 
 

来
年
 二
 近
江
 節
 -
 
雄
士
別
、
 

 
 

 
 

の
 作
者
の
よ
う
に
漢
籍
 

 
 

 
 

挨
 慶
運
 レ
天
 」
の
如
き
 

 
 

 
 

を
 通
じ
、
す
べ
て
「
 赤
 

 
 

 
 

ほ
か
に
、
こ
れ
よ
り
 先
 

 
 

も
の
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
ま
い
か
。
 

 
 

 
 

る
 記
事
は
す
べ
て
 洩
 

 
 

 
 

氏
 が
こ
れ
を
評
し
て
、
 



 
 

 
 

東
南
朋
伊
勢
 ノ
 

（
 
如
 ）
 

 
 

 
 

の
と
み
え
る
。
 

 
 

 
 

の
役
で
は
、
 皇

大
神
 

そ
の
 十
 

ツ
ラ
ナ
 

 
 

 
 

ち
 大
友
皇
子
・
左
右
 人
 

神
風
に
い
吹
き
惑
は
し
 

天
雲
を
日
の
目
も
見
せ
ず
 

ト
コ
ヤ
 

@
 

常
闇
に
覆
ひ
た
 ま
ひ
て
 

 
 

定
め
て
し
瑞
穂
の
国
を
 

 
 

の
 最
後
の
決
戦
で
あ
っ
 

神
 な
が
ら
太
敷
き
座
し
て
 

や
す
み
し
し
わ
が
大
王
の
 

天
の
下
申
し
た
ま
 へ
ば
 

 
 

 
 

は
 、
こ
の
地
に
鎮
座
 

 
 

 
 

依
 
（
 
村
 国
連
月
 依
 の
こ
と
 

 
 

 
 

て
 参
戦
し
て
い
た
ろ
 
う
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ず
 。
 旗
織
野
を
敵
 し
、
 

  

 
 

 
 

ふ
に
 

 
 

渡
会
の
斎
の
宮
 ゆ
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曽 富 理 神  
 

 
 

、
於
ニ
 明
年
明
（
朝
明
 
力
 ）
 

 
 

 
 

る
こ
と
は
 更
 め
て
い
う
 

Ⅰ
ナ
 
ナ
 

 
 

 
 

名
賀
郡
青
山
町
種
土
 の
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

に
 帰
し
た
も
の
の
 ょ
ぅ
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
「
戦
闘
中
に
偶
東
南
 

 
 

 
 

神
風
と
 云
徴
 し
た
の
で
 

 
 

 
 

ぎ
 日
本
紀
に
は
 書
偏
 し
 

 
 

 
 

つ
い
て
之
を
利
用
し
た
 

 
 

 
 

も
 人
麻
呂
が
之
を
歌
 ふ
 
17 (17) 

 
 

 
 

 
 

大
神
宮
に
戦
勝
の
祈
願
 

 
 

 
 

で
は
、
そ
の
四
年
 セ
月
 

 
 

 
 

覆
 役
し
た
。
こ
れ
は
た
 

 
 

 
 

で
も
斯
く
の
如
く
で
あ
 

 
 

と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 
壬
申
の
乱
に
お
い
て
も
 

 
 

 
 

に
 有
利
に
吹
い
た
も
の
 

 
 

 
 

 
 

日
の
条
に
、
「
 旦
 、
 於
去
 



 
 

 
 

ぬ
が
、
壬
申
 紀
 に
欠
い
 

 
 

 
 

や
に
は
ま
っ
た
く
み
え
 

 
 

 
 

仁
 伊
勢
太
神
宮
 令
二
祈
 

 
 

 
 

之
日
 。
天
皇
防
御
世
 利
 。
 

 
 

 
 

了
 者
。
 文
 武
本
 云
 。
健
ニ
 

 
 

 
 

親
王
 参
 二
人
 
於
 太
神
宮
 -
 

 
 

 
 

献
二
 伊
勢
神
宮
 -
 
始
 恭
二
 斎
 

 
 

に
は
多
く
の
誤
伝
も
交
じ
え
て
い
る
 よ
う
 で
あ
る
が
。
 

 
 

 
 

ぅ
 の
で
あ
る
。
然
ら
 

 
 

 
 

実
で
あ
る
と
 い
 わ
な
け
 

（
 
蝸
 ）
 

 
 

 
 

神
宮
諸
雑
事
記
、
第
一
 

 
 

 
 

推
古
 朝
 以
来
五
十
余
年
 

 
 

 
 

實
 の
た
め
で
あ
っ
た
ろ
 

 
 

 
 

る
 潤
色
、
あ
る
い
は
 

 
 

 
 

二
十
六
日
に
お
け
る
 天
 

 
 

（
 
乾
 ）
 

 
 

 
 

を
籍
 り
て
い
え
ば
、
 

そ
 

 
 

 
 
 
 

 
 

例
の
 一
 と
せ
ら
れ
よ
 

。
（
㎎
）
（
 

う
 u ）
 

 
 

 
 

漢
の
高
祖
が
項
羽
 
と
戦
 8
 



 
 

 
 

要
す
る
に
、
西
宮
 氏
の
 

 
 

う
 に
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

註
 

 
 

 
 

天
武
天
皇
元
年
 

 
 

 
 

大
倭
宗
ハ
 還
ニ
 

神
 

 
 

 
 

記
事
は
 、
壬
 

 
 

得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
 

理
 

 
 

 
 

、
 「
（
天
皇
は
）
 
恵
 

古
品
 

 
 

 
 

恵
沢
近
江
に
 

曽
 

 
 

 
 

は
ず
な
の
 

19 (19)   

 
 

 
 

も
た
ら
す
」
、
即
ち
 、
 

麻
呂
の
長
歌
の
如
き
は
、
壬
申
紀
や
記
事
と
と
も
に
、
 

 
 

も
の
で
あ
ろ
う
と
い
 

 
 

 
 

に
な
っ
て
来
よ
う
。
 

 
 

 
 

い
こ
と
は
少
な
か
 ら 5 人 

（
 
騰
 ）
 

 
 

 
 

お
い
て
か
、
西
宮
 氏
が
、
 

と れ も 日 て   

 
 

 
 

し
て
安
井
 仔
禰
 智
徳
 

 
 

 
 

家
記
と
い
っ
た
如
き
 

 
 

 
 

あ
っ
た
よ
 う
 に
思
わ
 

 
 

 
 

ぅ
 で
あ
る
。
と
す
る
 

 
 

 
 

を
 従
軍
の
老
人
な
ど
 



 
 

 
 

%
 里
芋
共
営
三
族
 

ン
リ
ヘ
ヲ
 

 
 

 
 

レ
日
 
兄
二
廿
 

先
後
一
二
 

 
 

げ
て
お
く
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

集
雑
欣
 」
に
再
録
さ
れ
た
。
 

 
 

 
 

五
日
の
夜
、
 

 
 

 
 

な
る
の
で
は
な
 

 
 

 
 

い
る
こ
と
で
 

 
 

 
 

報
 以
前
に
 既
 

 
 

 
 

が
 お
く
れ
、
 

 
 

 
 

に
し
て
も
、
 

 
 

 
 

時
は
伊
賀
 国
 

 
 

 
 

ら
れ
た
意
味
 

 
 

 
 

大
徳
 朝
 御
世
 

 
 

 
 

天
武
天
皇
）
 

 
 

 
 

、
あ
る
い
は
 

 
 

 
 

う
 に
推
定
す
る
 

 
 

 
 

氏
 の
一
案
の
 

 
 

 
 

機
の
判
断
で
 

 
 

 
 

は
 、
ま
た
ま
 

 
 

 
 

個
の
国
と
し
 

 
 

 
 

家
を
焚
く
。
 

 
 

 
 

を
 語
っ
て
 い
 

 
 

 
 

て
い
っ
た
も
 

の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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曽 富 現 神 
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ゆ
る
六
千
古
 

 
 

 
 

然
に
 察
知
 せ
 

ら
れ
た
よ
し
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

は
 、
壬
申
 

 
 

 
 

と
 同
様
に
 、
 

 
 

 
 

る
 ）
、
冬
二
 武
 

 
 

 
 

い
 如
く
も
の
 

 
 

 
 

が
 明
ら
か
に
 

 
 

 
 

さ
ら
に
陳
書
 

 
 

 
 

が
 陳
書
 と
南
 

 
 

 
 

（
陳
書
、
高
 

 
 

 
 

い
う
の
も
み
 

式ぎ 「 
をク将 
乗 に 

り 横ヲ 
て 帝音大 占 
へ及 : 
て ら 

目 な   
くせ 、 し 

天 と 

  
に 黒 

分雲 
れ 床 
な さ 
の 十 
洋傘 
な 文 

ばか 

  
も天 

経れり。牒送ひに に / ヮ 

  
かと」 幸ン異 み 

  
  
こ ナ音吐 

ろ ち 

を 燭 
新 を 
く 挙よ 
四 し 
六 て 

文観 
ほ ら 

 
 

 
 

日
の
条
に
 、
 

 
 

 
 

」
に
類
似
し
 

 
 

 
 

文
章
で
あ
る
 

 
 

 
 

条
の
 
「
 濱
ニ
新
 

 
 

 
 

て
も
の
か
と
 

 
 

 
 

覚
 腹
中
 猶
熱
 、
 

 
 

 
 

ら
 ひ
そ
か
に
 

 
 

 
 

序
の
 「
 聞
 幸
菱
②
 

 
 

 
 

・
 龍
顔
 
・
 垂
 
2
 

 
 

 
 

 
 

帯
 心
独
善
」
 



 
 

 
 

と
こ
ろ
が
あ
 

 
 

 
 

す
べ
ぎ
で
あ
 

ろ
 う
 。
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

嫡
妻
 腹
 （
 
正
 

 
 

 
 

れ
る
。
た
だ
 

 
 

 
 

は
 持
統
天
皇
 

 
 

 
 

子
に
も
「
 
尊
 」
 

の
 一
字
を
用
い
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

（
 
7
 ）
「
国
文
学
研
究
柿
木
人
麻
呂
 

孜
 」
所
収
。
 

 
 

究
篇
 、
 上
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
Ⅱ
）
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
 

円
 
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
第
五
十
 

幸
臣
 
為
 神
風
伯
大
神
 
一
 

願
主
沙
弥
道
行
 

書
写
小
君
陸
地
算
 

 
 

」
（
こ
の
一
行
後
 
筆
 ）
 

神
 

自
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
第
九
十
一
 

 
 

 
 

 
 

理
 

富
 

 
 

 
 

百
 
愚
 、
 
巻
ヨ
如
レ
 

失
レ
魂
 2
 
3
 

曽
 



  

 
 

 
 

呂
の
長
歌
に
 、
 

 
 

 
 

 
 

天
雲
を
 、
日
 

 
 

 
 

天
平
宝
字
二
年
歳
次
二
成
成
一
十
一
月
 

「
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
巻
第
九
十
一
」
（
こ
の
一
行
後
 
筆
 ）
 

奉
 -
@
 伊
勢
大
神
 一
 

願
主
沙
弥
道
行
 

書
写
優
婆
塞
 円
智
 

二
校
已
下
 

（
は
）
上
記
「
柿
本
人
麻
呂
と
漢
文
学
第
二
」
 

 
 

文
 参
看
。
 

 
 

 
 

し
ス
 は
 自
 祝
ふ
も
 

 
 

 
 

は
頗
 神
経
質
 

 
 

 
 

そ
の
最
適
切
 

 
 

 
 

と
て
、
そ
の
証
 

 
 

 
 

、
冬
 ご
も
り
、
 

 
 

 
 

同
担
 が
専
ら
 赤
 

 
 

 
 

沖
 公
司
何
 %
 黄
 

 
 

 
 

ら
れ
よ
う
。
 

 
 

 
 

。
が
、
井
上
 

 
 

 
 

を
 用
ひ
た
 き
 

 
 

 
 

の
 傍
証
に
 、
 

 
 

 
 

@
%
 

ヨ
楚
ッ
グ
 

一
軍
 

 
 

 
 

レ
 木
菟
 レ
屋
、
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曽 富 理 神 

 
 

 
 

や
ぅ
 で
あ
る
 

 
 

 
 

を
 用
ひ
た
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
は
、
壬
申
 紀
 

漢
書
、
光
武
帝
 

別
に
「
 柿
 

ぅ
が
｜
 こ
れ
 

タ
マ
ヒ
テ
 
は
 

述
べ
て
お
ら
 

暗
く
な
る
も
 

晦
と
 ア
マ
 雲
 

過
ぎ
な
い
の
 

中
細
 や
記
序
 

ら
と
て
、
 人
 

を
 掲
ぐ
る
 時
 

か
ら
を
漠
の
 

の
事
で
あ
っ
 

（
上
）
で
、
 

 
 

 
 

色
の
中
か
ら
、
 

 
 

 
 

、
 私
に
は
 到
 

 
 

 
 

る
こ
と
の
 著
 

 
 

 
 

し
て
い
た
と
 

 
 

 
 

総
連
・
大
度
 

鱗
 
）
 

 
 

 
 

て
 最
も
不
幸
 
5
 

 
 

 
 

 
 

周
知
の
よ
う
 



マ
ヰ
チ
 

 
 

 
 

り
 、
朱
鳥
 元
 

 
 

 
 

た
と
え
ば
、
 

 
 

 
 

天
皇
）
 や
多
 

 
 

 
 

が
 天
武
天
皇
 

朝
 に
は
じ
ま
る
と
い
う
伝
え
も
注
意
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

「
㎎
）
上
記
「
柿
本
人
麻
呂
と
漢
文
学
第
二
・
一
 

マ
 キ
 

ヤ
ヤ
ヤ
ヤ
 

 
 

 
 

神
宮
に
向
で
 

  
15 
  

  
り 天 

、 武 

回 天 
年 皇 

四組 戸、 

  
日 一 " 一 

0 年 
条 二 

に 月     

  
照 

  
  
  
  
  

宮に居らしめたま 。是は先 ふ づ ハペコア 」 飛鳥浄御原宮に即帝位 す マ ッヒツギ ン。 ンノ 

穿 と 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 人
 

 
 

 
 

遊
プ
 。
：
：
：
」
 

 
 

 
 

シ
テ
三
回
 ス
 。
 

 
 

 
 

ら
で
は
あ
る
 

 
 

 
 

、
壬
申
の
乱
 

 
 

 
 

も
な
か
っ
た
 

 
 

 
 

の
 説
を
も
っ
 

 
 

 
 

脚
 と
い
っ
た
 

 
 

 
 

時
に
な
さ
れ
 

 
 

 
 

わ
れ
る
か
ら
 

 
 

 
 

れ
た
の
は
 直
 

 
 

 
 

「
天
武
天
皇
 

 
 

 
 

の
 研
究
を
も
 

の
さ
れ
た
が
、
は
た
し
て
ど
 
う
 だ
ろ
う
。
 

(26)  26 



曽 

「   

富 

成  
 

理 神 

「 と ら 述 る る 

ば 。 疑 

神 、 治 

    

  

。 の が っ 

神 本 氏 疑 ら 

  

の 文 目 も わ ざ 

27 (27) 

      



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ら
ぬ
点
で
あ
ろ
う
と
 

思
 

ぅ
 
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

も
 
重
要
な
主
題
の
 

一
 

 
 

 
 

で
あ
る
の
で
あ
る
。
 

即
 

 
 

み
こ
と
も
 

 
 

 
 

の
忍
穂
 

耳
の
命
の
知
ら
 

 
 

 
 

原
の
中
っ
国
を
言
向
 

け
 

 
 

 
 

る
も
の
と
い
っ
て
よ
か
 

 
 

 
 

間
柄
の
も
の
で
あ
る
こ
 

 
 

 
 

上
巻
（
神
代
替
」
に
お
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

て
あ
た
か
も
、
木
に
 

 
 

 
 

の
国
は
 

、
 @
 
Ⅰ
と
三
生
口
 

 
 

 
 

し
 
子
、
大
国
御
魂
の
神
。
 

 
 

 
 

い
る
の
が
そ
れ
に
ほ
か
 

 
 

 
 

ま
し
て
生
み
し
子
、
大
 

 
 

 
 

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
 

(28)  28 



曹 富 理 神  
 

 
 

て
 生
み
し
子
、
 ふ
は
 の
 

 
 

 
 

神
話
が
さ
し
は
さ
ま
れ
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

ち
の
神
話
が
叙
述
 せ
 

 
 

 
 

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
 

 
 

 
 

に
関
す
る
神
話
が
 
、
本
 

 
 

 
 

却
 え
っ
て
 記
 ・
 
紀
 神
話
 

 
 

 
 

、
残
念
な
が
ら
、
こ
の
 

問
題
に
こ
れ
以
上
触
れ
て
い
る
違
を
有
し
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅱ
大
国
御
魂
 
神
 

囲
聖
神
 

宜
 と
し
よ
う
。
 

 
 

 
 

 
 戸

車
 神
 

に
つ
い
て
は
、
ま
ず
 

 
 

ハ
香
周
匝
元
ロ
 

229@ (29) 



 
 

の
 序
文
に
し
る
す
と
こ
 

 
 

年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

ら
ノ
 

 
 

こ
れ
ら
の
神
々
の
中
 

の
の
中
で
は
、
こ
と
に
 

の
㈹
の
㈲
の
大
山
咋
神
 

し
 、
 亦
 、
高
野
の
松
尾
 

町
に
鎮
座
の
日
吉
神
社
 

で
も
な
か
ろ
う
。
そ
 う
 

の
で
あ
る
こ
と
は
隠
れ
 

年
秦
 忌
寸
都
連
 ノ
 創
建
 

  

 
 

 
 

 
 

も
 

 
 

神
 が
列
記
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
、
 Ⅱ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

本
 

 
 

 
 

ま
 

 
 

 
 

も
 

 
 

 
 

万
 

 
 

と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
宝
元
年
と
い
え
ば
、
文
武
天
皇
 の
 

大
年
神
 

リ
 ク

ハ
大
知
辺
 流
 美
夏
 比
 

㈹
 

㈲
 

㊤
 

 
 

告
 

㈱
 

% 七 ハ     
亦 

神り   

者 、 

  
末 
之 
入 
主 

神   

  
く :6)  (5 サてとユ 4 Ⅰく 3 ウ ィ 2)  く 1) 若山 秋鹿 夏 高 弥立 若沙 若年   

神神神 
（
亦
の
名
、
夏
二
元
 神
 ）
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、
地
理
の
関
係
上
深
い
因
縁
）
 

 
 
 
 
 
 

 
 

勝
の
正
嫡
を
承
け
た
と
思
は
れ
る
 島
麿
 
（
嚢
下
 
鳴
麻
 
呂
 ・
 秦
 忌
寸
 鳴
 麻
呂
・
案
分
億
席
 

 
  

 

 
 

 
 

て
 宜
か
ら
り
と
思
ふ
。
か
く
 

 
 

 
 

げ
れ
ば
な
る
ま
い
。
 
っ
 

（
 
2
 ）
 

 
 

 
 

㈹
の
㈱
の
田
の
若
山
 咋
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
る
こ
と
は
い
 
う
 

（
 
3
 ）
 

 
 

 
 

相
ぃ
 並
ん
で
鎮
座
せ
ら
 

 
 

 
 

て
は
、
た
と
え
ば
、
 
古
 

 
 

 
 

可
 。
 
移
ニ
 他
姓
 去
 "
 、
 干
 。
 

 
 

 
 

韓
神
は
、
元
来
、
平
安
 

 
 

 
 

ロ
 
氏
は
、
「
平
安
遷
都
の
 

 
 

 
 

平
安
京
の
大
内
裏
は
も
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
之
を
植
 ゑ
た
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宅
の
附
近
に
造
っ
た
も
の
で
あ
 

川
の
附
近
、
恐
ら
く
は
 

れ
ど
も
、
是
は
何
時
の
 

 
 

 
 

た
と
察
せ
ら
れ
る
。
随
っ
 



高
島
郡
高
島
町
 鴨
に
 鎮
座
の
式
内
壮
志
 昌
 志
神
社
は
 、
 日
吉
三
宮
 と
 呼
ば
れ
て
い
た
 

 
 

」
が
や
が
て
「
 
志
昌
 志
」
に
 

 
 

鎮
座
の
白
髭
神
社
、
即
ち
 
、
 

 
 

に
 分
布
し
て
い
る
白
髭
 
社
の
 

 
 

ろ
 う
 。
ま
た
、
「
此
度
 神
 」
 

 
 

い
 う
 白
日
神
も
亦
、
前
後
の
 

と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
、
日
吉
二
宮
の
祭
神
大
山
咋
神
 

転
記
し
た
も
の
で
あ
る
ま
い
か
。
（
 

7
 ）
そ
う
し
て
、
こ
の
 

 
 

本
祠
 と
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
 
い
 わ
ゆ
る
蕃
神
を
祀
っ
た
 

 
 

が
 蕃
神
を
意
味
す
る
「
 
夷
神
 」
で
あ
ろ
う
こ
と
も
ほ
 

関
係
よ
り
し
て
、
韓
神
と
同
じ
く
、
 
秦
氏
 の
も
ち
い
 

は
 当
に
然
る
べ
き
こ
と
と
思
ふ
」
と
。
と
す
る
 

ら
れ
る
 嶋
 麻
呂
の
家
に
祀
ら
れ
て
い
た
邸
内
 
祠
 

つ
 ご
ろ
か
ら
祀
ら
れ
来
た
っ
た
も
の
で
あ
る
か
 

ら
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
何
れ
に
し
て
も
棄
民
 

 
 

に
 至
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
平
安
遷
都
の
際
 

都
 以
後
の
述
作
に
成
っ
た
も
の
と
す
べ
ぎ
で
は
 

そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
次
に
Ⅱ
の
㈲
の
㈹
の
 

ら
か
で
な
い
。
松
岡
静
雄
氏
の
 
如
 ぎ
は
、
こ
れ
 と

 、
園
神
社
・
韓
神
 

な
い
し
は
屋
敷
神
で
 

、
そ
れ
を
遠
祖
の
河
 

と
い
う
帰
化
蕃
別
の
 

 
 あ

る
ま
い
か
と
も
 
思
 

白
日
神
に
つ
い
て
 
考
 

を
 「
新
羅
袖
」
の
謂
 

い
 社

は
 、
棄
民
の
 本
 宗
と
も
い
 う
 

あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
 

勝
の
時
代
ま
で
遡
ら
し
め
て
 よ
 

祀
っ
て
い
た
い
わ
ば
蕃
神
で
あ
 

る
の
に
、
こ
の
韓
神
が
史
上
に
 

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
名
の
み
え
 

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

え
て
み
よ
う
。
そ
れ
が
如
何
な
 

（
 
6
 ）
 

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
。
 
あ
 べ

 き
河
 勝
の
正
嫡
を
承
け
た
と
考
え
 

と
い
 わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
が
 い
 

い
も
の
か
ど
う
か
は
、
も
と
よ
り
 明
 

っ
 た
か
ら
、
か
く
「
韓
神
」
な
ど
と
 

は
じ
め
て
そ
の
名
を
喧
伝
せ
ら
れ
る
 

て
い
る
古
事
記
は
、
当
然
、
平
安
道
 

る
 神
で
あ
る
か
は
、
も
ち
ろ
ん
、
 明
 

る
い
は
思
う
に
、
滋
賀
県
（
近
江
田
）
 

て
 今
や
此
の
島
麻
呂
の
女
を
妻
と
 

が
 新
宮
の
敷
地
と
し
て
選
ば
れ
た
 

か
ら
ざ
る
財
源
を
得
て
事
を
為
し
 

 
 

長
官
と
な
 

 
 

仁
京
 ・
 長
 

 
 

ら
ず
此
の
 り

 、
 某
島
麿
 所
有
の
川
勝
 

岡
京
 等
の
経
営
の
際
、
 
秦
 

島
 麿
の
家
よ
り
出
て
居
る
 田

部
 

氏
 よ
 
・
 

と
解
 の

地
 

9
 歩
 

す
る
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延
喜
式
神
名
帳
に
 、
和
 

 
 

 
 

、
あ
る
い
は
「
毒
性
 を
 

 
 

 
 

」
字
に
宛
て
て
産
出
さ
 

 
 

 
 

関
よ
 り
し
て
、
そ
 う
推
 

測
 し
て
も
さ
し
て
謬
り
は
な
か
ろ
う
。
 

 
 

 
 

、
京
都
府
（
山
城
国
 
ダ
 

 
 

 
 

か
と
さ
え
想
像
さ
れ
る
 

 
 

 
 

で
あ
る
 も
れ
 を
い
 う
 の
 

 
 

 
 

ら
の
う
ち
の
何
れ
か
が
 

 
 

 
 

々
に
つ
い
て
し
る
し
た
 

 
 

 
 

れ
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

適
従
す
る
に
困
難
を
 

 
 

 
 

、
本
殿
に
は
大
年
神
の
同
母
 

 
 

 
 

の
母
神
な
る
大
山
津
見
神
の
 

 
 

 
 

問
題
と
せ
ら
れ
よ
 う
 が
 、
蓋
 

 
 

 
 

月
 と
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
 

 
 

 
 

名
よ
 り
し
て
、
や
は
 

 
 

ら
れ
よ
 う
 と
思
 う
 。
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呼
ば
れ
、
ま
た
書
紀
の
一
書
に
 

（
Ⅱ
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

に
 正
鵠
を
得
た
も
の
と
 

 
 

 
 

の
と
す
れ
ば
、
当
然
、
 

 
 

 
 

百
は
 、
ま
た
、
古
事
記
 

 
 

 
 

日
 ）
」
よ
り
僅
僅
一
年
 

前
 の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

い
し
は
産
土
神
た
る
 

 
 

 
 

、
第
一
、
そ
の
名
は
外
 

 
 

 
 

を
 持
っ
た
日
鮮
共
通
語
 

 
 

 
 

 
 

は
 除
伐
（
の
 

0
 
づ
 
ゴ
ロ
（
）
 

と
 

 
 

 
 

は
神
霊
の
来
臨
す
る
 

聖
 

 
 

 
 

0
 名
と
と
も
に
、
前
述
 

 
 

 
 

士
の
る
」
（
 

）
Ⅰ
と
。
こ
れ
を
も
 

2
 

 
 

 
 

い
っ
て
い
る
の
と
同
じ
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

情
か
ら
し
て
、
ど
 

う
 

 
 

 
 

お
 、
い
わ
れ
る
、
「
 

併
 

 
 

 
 

に
、
 
之
を
思
ひ
立
っ
た
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曽 富 現 神 

ょ 他 の ほ 地 も 恭 て 多 の の 隣 保 た る て 題 と 

い の 護 ど よ し 仁 は 大 と 女 直 が ;     、 の は 

。 諸 り の り れ 宗 、 の 解 を 系 深 秦 小 兵 火 云   
そ は し で も げ 岡 こ 荷 ば せ 商 た 島 の 仰 小 長 

  
嚢 都 ば ら 

傍目 等のきのもの 斎 衰て 社 てみ " " め     
の 雑 肥 万 卒 祭 そ 遷 従 よ の 富 を に に 発 ら っ 
諸 波 5 面 安 神 の 都 事 り 秦 を 賜 其 恭起 ぬ た   
ち に た い 護 の 深 す た 聖 が た 市 野 営 思 な 財 
山 お と に り 大 い る も 武 し も し 麿 の は れ 政 
城 い い 繁 神 山 関 こ の 人 て の て は 擦 る ば 状 

ほろ " と襄に " 熊   
の こ は い 、 韓 し 可 だ 仁 其 れ の 母 城 じ 種 て 

之 うし何等目貫 継へ たこ 特に 神社 てい 能で しい 、 京 や 少 の る。 広降 の生 の垣 様な 

  

自 発 よ い の 神 た だ 当 の に 秘 事 以 姓 麿 雷 様 
有 見 ぃ が と や も か た 長 、 の か て を に 豪 は 
に す   
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の
で
あ
る
。
か
の
日
吉
 

 
 

 
 

う
し
て
、
こ
と
に
山
城
 

 
 

 
 

呂
な
ど
は
、
こ
の
山
城
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
 

 
 

 
 

の
計
り
知
れ
な
い
利
益
 

 
 

 
 

茄
 ら
す
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

国
 た
る
韓
半
島
に
お
け
 

 
 

勧
請
し
た
も
の
と
み
え
る
。
 

 
 

 
 

を
 史
上
に
あ
ら
わ
す
 

 
 

 
 

お
、
 明
ら
か
で
な
 い
 も
 

 
 

 
 

る
 神
社
の
祭
神
で
あ
っ
 

た
 。
さ
も
あ
る
べ
ぎ
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
 う
 。
 

 
 

 
 

に
 遷
都
の
行
な
わ
れ
 

 
 

 
 

年
 以
後
と
い
う
こ
と
に
 

 
 

 
 

八
十
三
年
の
後
代
に
引
 

ぎ
 下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

と
し
た
 い
 。
 

（
Ⅱ
 

め
 ）
 

 
 

 
 

韓
神
は
京
都
の
元
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曽 富 理 神 

 
 

 
 

古
の
考
へ
の
や
 ぅ
 

 
 

 
 

は
 、
ど
う
も
朝
鮮
 

 
 

 
 

な
い
が
、
そ
れ
に
 

 
 

に
 、
そ
ん
な
の
が
出
来
る
の
は
を
か
し
い
。
 

 
 

 
 

田
の
神
・
家
の
神
 

 
 

 
 

し
て
は
家
を
祝
福
 

 
 

 
 

は
釈
 げ
た
。
此
が
 

37 (37) 
 
 

 
 

つ
け
て
一
 つ
に
薗
 

 
 

 
 

を
 極
め
る
の
は
 語
 

 
 

 
 

更
に
疑
は
し
い
の
 

 
 

 
 

 
 

先
生
の
説
を
合
せ
 

 
 

 
 

は
 当
て
字
だ
。
 こ
 

 
 

 
 

そ
ほ
 
り
と
い
ふ
 語
 

 
 

稲
 見
当
が
つ
く
。
 

 
 

 
 

赤
口
 神
 が
あ
る
。
 

 
 

ぅ
も
 自
国
ら
し
い
。
（
 

）
Ⅰ
次
に
 

4
 

謀
 ら
ぬ
の
は
、
皇
神
で
、
 此

は
見
当
が
っ
か
 
 
 

 
 

社
 。
）
聖
は
神
に
あ
 

 
 

 
 

で
は
な
く
、
得
体
の
 



 
 

 
 

て
ゐ
る
 や
う
 に
 、
 

 
 

 
 

純
粋
だ
が
、
素
義
 

 
 

 
 

ま
だ
は
っ
き
り
せ
 

 
 

 
 

説
明
せ
ね
ば
な
ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 

お
け
ば
 よ
 い
の
か
も
 

 
 

 
 

て
、
 
木
に
竹
を
継
い
だ
 

 
 

 
 

の
 一
文
の
前
任
収
め
て
 

 
 

 
 

せ
ら
れ
な
く
も
な
い
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
ち
に
関
す
る
神
話
も
 

 
 

 
 

は
 推
察
に
難
く
な
い
。
 

 
 

ち
ば
ん
あ
と
で
附
加
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
ま
 

い
か
 。
 

 
 

 
 

に
 み
ず
か
ら
を
ふ
と
 

 
 

 
 

私
は
、
今
、
そ
う
い
う
 

 
 

 
 

現
 古
事
記
が
全
体
と
し
 

 
 

 
 

し
て
、
そ
の
最
下
限
の
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曽 富 理 神 

補
を
加
え
て
再
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

神
 、
 次
供
レ
北
 、
韓
神
し
と
あ
る
。
 

（
 
4
 ）
「
帝
都
」
（
第
十
一
章
の
一
）
 

 
 

 
 

に
は
、
上
と
は
ち
 

（
 
6
 ）
「
記
紀
論
究
」
（
神
代
篇
 
四
 、
出
雲
伝
説
）
 

 
 

し
 得
ら
れ
ろ
限
り
で
は
な
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ゆ
る
大
比
叡
 

9
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

平
安
朝
初
期
に
至
る
ま
 

 
 

 
 

る
こ
と
は
 想
察
 に
難
く
 

 
 

る
 弊
を
で
き
る
だ
け
避
け
た
い
と
思
 う
 。
 

註
 

 
 

に
よ
る
。
 

 
 

 
 

一
節
古
事
記
の
大
 

 
 

 
 

、
多
少
の
修
 

 
 

、
そ
れ
か
ら
推
す
の
に
、
「
 現
 」
古
事
記
 

 
 

 
 

」
に
冊
げ
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
は
じ
 

 
 

す
る
気
持
は
さ
ら
さ
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
 、
 

 
 

な
い
よ
う
に
思
 う
 の
で
あ
る
。
古
事
記
の
主
 は

 何
と
し
て
も
平
安
朝
初
期
の
成
立
 

め
に
も
一
言
目
し
た
よ
う
に
、
だ
か
ら
 

ま
た
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
て
 

た
る
部
分
が
奈
良
朝
以
前
に
遡
る
 往
 



 
 

 
 

荷
田
 氏
 所
伝
の
稲
 

府
社
縁
起
Ⅴ
）
参
看
。
 

 
 

 
 

 
 

こ
の
中
沢
氏
の
示
唆
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
神
 Ⅱ
古
事
記
は
偽
 宙
か
 ㈲
 １
 ）
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

ニ
 ケ
 峯
 Ⅰ
鎮
座
 セ
 

 
 

 
 

ド
一
 ブ
ラ
ス
、
 

 
 

 
 

ヱ
 
、
和
銅
 四
 

 
 

 
 

と
 せ
ら
れ
て
 

 
 

 
 

銅
 年
中
、
 
始
 

 
 

 
 

ト
部
 家
 の
 二
 

 
 

 
 

え
る
。
さ
ら
 

 
 

 
 

り
も
な
お
だ
 

い
ぶ
ん
後
の
こ
と
の
よ
さ
で
あ
る
。
 



4 Ⅰ (41) 

人格的実存と 交わり 

  
  

る さ ツ ル 首   、え ケ 学 

ル 領 

  

人 の 個 え 入 れ ん 背 す 間 
  

  

に さ   
あ ら 人 も の を の 間 間 性 

間 か 宗 取 対 の 題 の 
                    く教 0 条 士 に間 

    

ヱ 質 の す な の 花 然 で が 
ル と 中 る げ 自 は を は で 
バ し に 八 れ 己 、 も な ぎ       

決 在   

て な 々 す れ に 中 退 て 性 

  

6 間 の め す ト て の で で 

人
格
的
実
存
と
交
わ
り
 

田
辺
正
英
 



も
の
と
し
て
は
捉
え
な
い
。
「
私
が
思
惟
す
る
限
り
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

秘
密
は
人
間
の
本
質
で
 

（
 
7
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
従
っ
て
 へ
 

 
 

 
 

意
味
で
の
歴
史
的
存
在
 

 
 

問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

間
の
本
質
は
 、
 決
し
 

 
 

 
 

的
 諸
関
係
の
総
体
で
あ
 

 
 

 
 

"
 ハ
 に
関
す
る
テ
ー
ゼ
 ヒ
 

 
 

 
 

、
社
会
的
経
済
的
 諸
関
 

 
 

 
 

解
か
ら
、
新
し
い
人
間
 

 
 

 
 

学
者
は
世
界
を
い
ろ
い
 

 
 

 
 

は
 、
そ
の
ま
ま
、
現
実
的
 

 
 

ま
た
は
社
会
的
人
類
」
（
「
テ
ー
ゼ
」
 騰
 ）
の
実
現
に
 つ
な
が
る
も
の
と
な
っ
 

た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

「
だ
れ
が
人
間
の
 

 
 

 
 

か
 。
そ
の
人
こ
そ
 フ
ォ
 

 
 

 
 

ゲ
ル
ス
の
「
フ
ォ
イ
 ヱ
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人格的実存と 交わり  
 

す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
へ
の
傾
倒
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

異
質
面
も
存
在
す
る
 

 
 

 
 

へ
｜
 ゲ
ル
的
思
惟
概
念
 

 
 

 
 

え
 た
点
が
さ
わ
だ
っ
て
 

 
 

 
 

的
立
場
に
お
け
る
人
間
 

 
 

て
も
や
 ぱ
ヴ
 共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

（
 
9
 ）
 

 
 

 
 

が
あ
る
」
と
い
う
 フ
 

 
 

 
 

も
 捉
え
た
点
は
単
な
る
 

 
 

実
存
の
立
場
と
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ま
れ
る
」
と
い
う
 フ
 

 
 

 
 

モ
人
間
と
と
も
に
あ
る
 

（
 
皿
 ）
 

 
 

 
 

｜
 は
こ
れ
を
「
人
間
学
 

（
 
Ⅱ
）
 

@
 

 
 

0
 人
間
的
現
存
在
（
口
ロ
 
お
ぎ
 ）
へ
の
還
元
を
行
っ
た
」
 も
の
と
し
て
、
 司
 将
来
 哲
 

 
 

 
 

認
め
る
の
で
あ
る
。
 し
 

 
 

 
 

刊
 す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
 

 
 

 
 

も
 見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
 

（
 
衿
 
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
る
。
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方
 に
お
い
て
は
、
 
そ
 

 
 

 
 

全
的
な
人
間
と
人
間
と
 

 
 

 
 

規
定
」
（
 
N
 毛
抜
。
 
ゴ
 0
 
コ
 ヴ
甲
 

 
 

 
 

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
 

 
 

 
 

ら
 な
 い
 」
と
す
る
 キ
ル
 

 
 

 
 

す
な
わ
ち
神
と
の
対
話
 

 
 

 
 

わ
ち
 向
 私
の
著
作
活
 

動
と
 単
独
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
提
言
 L
 （
 
ト
田
ゴ
 
）
 

 
 

の
 覚
醒
に
つ
い
て
の
 カ
 

 
 

 
 

者
 た
る
べ
く
戦
っ
て
 来
 

 
 

 
 

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

と
 同
時
に
、
「
公
衆
 

 
 

 
 

含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
 

 
 

い
て
 L
 （
）
㏄
 

ミ
 ・
）
と
の
決
断
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

ル
 に
お
い
て
は
、
い
 

う
 ま
で
も
な
く
人
間
存
在
は
 

、
 「
単
独
者
」
（
 

繍
 Ⅱ
 

 
 

 
 

し
て
規
定
し
、
そ
れ
を
 

 
 

 
 

え
 を
も
っ
た
の
に
対
し
 

 
 

 
 

宗
教
的
実
存
と
し
て
 

立
 ( 且 )  44 



  

 
 

 
 

待
 で
き
な
い
の
で
あ
 

 
 

 
 

ケ
 ゴ
ー
ル
の
単
独
者
に
 

 
 

し
て
い
る
の
も
こ
の
点
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

は
 自
然
の
基
礎
の
中
 

 
 

を
も
ち
え
な
か
っ
た
。
 

 
 

 
 

的
な
人
間
相
互
の
人
 

 
 

と
い
え
 よ
う
 。
 

 
 

 
 

以
上
、
追
求
さ
る
 べ
 

 
 

 
 

人
格
的
社
会
的
連
帯
 桂
 
 
 

 
 

主
体
性
を
喪
失
せ
ず
し
 

 
 

 
 

単
な
る
経
済
関
係
や
労
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

代
 に
お
い
て
、
単
に
二
 

 
 

 
 

の
 接
点
を
な
す
人
格
的
 

 
 

 
 

く
こ
と
の
で
き
な
い
も
 

り
 

効
 
の
で
あ
ろ
う
。
 

井
 @
 

存
 

実
 

Ⅱ
 

的
 

格
  

 

 
 

に
 行
き
着
く
と
考
え
 

，
く
 

45 C45) 



 
 

 
 

現
存
在
は
 
、
 現
に
 

（
 
8
 ）
 

 
 

 
 

 
 

を
 通
じ
て
歩
む
か
、
 

 
 

 
 

う
な
い
 
0
 実
存
の
 

 
 

 
 

し
て
の
み
存
在
す
 

 
 

に
あ
っ
て
時
間
を
超
え
て
い
る
。
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

す
る
」
か
ら
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
な
い
こ
と
を
 

自
 

 
 

 
 

何
も
の
で
も
な
い
 

 
 

 
 

、
 交
わ
り
の
中
に
 

 
 

 
 

歴
史
的
一
回
 

性
に
 

（
 
初
 
）
 

 
 

 
 

存
在
す
る
」
と
 

ャ
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

ぅ
る
 
。
「
交
わ
り
 

 
 

 
 

 
 

の い に か の 

l の 交 ら 間 こ スお パい あ るです。 の覚る そ る 
な る存 。 在無こヤ 「 
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人格的実存と 交わり 

 
 

 
 

く
な
く
、
む
し
ろ
人
間
 

 
 

 
 （
 
花
 
）
 

ど
も
、
（
そ
の
意
味
で
 

 
 

 
 

 
 

 
 

抜
出
）
教
授
の
下
で
 

精
 

 
 

 
 

界
も
知
ら
さ
れ
た
の
で
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
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に
 触
れ
る
道
が
開
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
 
単
な
る
哲
学
で
あ
る
よ
り
も
 

（
 
駐
 ）
 

 
 

 
 

抹
 す
る
の
で
あ
る
。
 
す
 

 
 

 
 

る
 。
そ
し
て
思
惟
的
 

 
 

 
 

 
 

常
に
実
存
か
ら
離
脱
 

（
 
恭
 ）
 

 
 

 
 

ざ
る
を
え
た
い
。
 
従
 

 
 

 
 

）
の
こ
と
は
存
在
と
し
 
 
 

 
 

題
 と
な
る
こ
と
を
 意
 

 
 

 
 

目
口
Ⅰ
 
レ
 由
の
 
す
由
 
。
 ガ
い
の
執
 

 
 

 
 

そ
れ
ゆ
え
に
、
「
 実
 

 
 

 
 

な
い
も
の
で
あ
る
」
（
 

9
 
2
 

）
 

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
そ
の
こ
と
は
、
「
 

 
 

 
 

（
 
E
N
 
由
 。
し
と
「
暗
号
 解 超 と 存 ゲ 味 て つ し 哲 

（
 
<
0
 
）
 

（
 
却
 ）
 

 
 

 
 

に
つ
な
が
っ
て
来
る
の
 

 
 

」
 

 
 

も
つ
こ
と
に
つ
な
が
 

  

哲 え 
学 そ な 
は こ い 

科 で と 

学 「 す 
と 音 る 
宗 学 の 
教 す で 
め る あ ） 中間ること （ 5 移 

ャ， 目 」 

立 （ 

つ ノ 田 ノ ． 

」とを必要とす づ 田のⅡのし の こ 0 
ろ は 
の   

で、 科 

  
刀寸 

  
  
  
味 と 

  
ヤ 田 
ス て   
l 6 
ス の 
ほ で 

ぉ あ 

いる て 。 
は す 
今 な 
日 わ 
で、 ち 
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て
 客
観
化
さ
れ
え
な
い
も
の
 

 
 
 
 

 
 

 
 

か
る
も
の
と
し
て
は
人
間
 そ
 

（
 

 
  

 

 
 

 
 

観
 的
な
も
の
・
対
象
的
な
も
 

 
 

 
 

ヤ
ス
パ
ー
ス
は
と
り
 

 
 

 
 

る
と
と
も
に
、
自
ら
肉
 

 
 

 
 

仁
丹
「
の
曲
の
臣
）
と
い
う
新
し
い
 

わ
 

 
 

 
 

科
学
的
専
門
知
識
の
対
象
を
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

 
 

巻
 L
 ー
と
「
実
存
 

 
 

 
 

・
第
三
巻
 L
 ー
は
 、
 

 
 

 
 

の
 精
神
病
理
学
者
・
 心
 

 
 

 
 

限
界
を
も
自
覚
し
た
の
 

 
 

 
 

人
間
が
そ
れ
自
体
の
内
 

 
 

 
 

が
 、
科
学
的
思
惟
は
そ
 

 
 

 
 

学
 と
は
認
め
が
た
い
 

 
 

 
 

、
科
学
に
よ
る
客
観
化
 

 
 

 
 

る
と
考
え
る
の
で
あ
 

（
 
6
 3
 
3
 
。
 
）
 



( 瓠 )  50 

 
 

 
 

可
能
な
も
の
、
一
般
化
 

 
 

 
 

り
 、
前
者
は
技
術
と
 馴
 

 
 

 
 

の
ぃ
コ
 

の
 
う
ゴ
 
の
（
（
）
の
中
で
の
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

あ
る
」
と
 い
 わ
ね
ば
な
 

ら
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

さ
れ
る
。
い
ま
や
 医
 

 
 

 
 

り
は
な
さ
れ
た
人
格
と
 

 
 

 
 

由
 へ
と
求
め
ら
れ
か
つ
 

 
 

 
 

」
で
あ
り
、
他
の
人
間
 

 
 

 
 

の
 愛
が
あ
る
だ
け
で
あ
 

 
 

 
 

能
 で
あ
る
と
一
応
考
え
 

 
 

 
 

れ
る
場
合
に
の
み
、
 実
 

 
 

 
 

界
 定
位
は
、
哲
学
的
な
 

 
 

 
 

命
な
 う
 る
こ
と
に
な
る
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

交
わ
り
の
問
題
は
 、
 

 
 

 
 

定
 で
き
な
い
。
そ
れ
は
 

 
 

 
 

方
向
に
一
致
し
て
「
 交
 



人格的実存と 交わり  
 

 
 

ス
パ
ー
ス
の
交
わ
り
の
 51 

 
 

 
 

る
 サ
リ
ヴ
ァ
ン
（
 
目
 ・
 
の
 

 
 

 
 

も
 、
そ
の
学
問
的
移
住
 

 
 

 
 

ら
れ
な
い
。
そ
れ
ら
の
 (51) 

 
 

 
 

 
 

在
的
 
（
 
0
 巨
が
の
す
）
 
な
 、
実
存
的
（
の
Ⅹ
～
の
（
の
 

コ
 ま
色
 む
 

（
の
辻
井
の
 

コ
 （
 巨
 ）
で
は
な
い
。
そ
こ
で
新
し
い
 

の
で
あ
る
。
「
こ
の
交
わ
り
の
テ
ー
マ
の
取
り
扱
い
 

 
 

巨
 0
 ロ
 
0
 住
の
の
 
ゴ
 ）
、
実
存
論
的
 

 
 

題
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

こ
と
を
も
意
味
す
る
 存
 

皿
 

 
 

 
 

学
 に
対
し
て
、
一
つ
 

わ
り
」
や
 

通
し
て
、
 

い
 発
展
に
 

す
な
わ
 

の
日
モ
 の
 
e
 ）
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

的
 交
わ
り
を
 

 
 

 
 

れ
る
の
新
し
 

寄
与
し
て
い
る
と
い
い
 う
 る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

（
 
巴
 Ⅹ
 ト
 
の
円
の
 

コ
 Ⅱ
 一
 

（
 
舘
 ）
 

 
 

 
 

み
ら
れ
る
の
 



 
 

 
 

人
間
存
在
の
事
象
そ
れ
 

 
 

 
 

捉
え
た
も
の
を
、
ま
た
 

 
 

ア
ッ
 ガ
 ー
の
「
世
界
内
存
在
」
 
（
 ぎ
 1
 片
 7
 毛
色
 丁
 お
ぎ
）
と
い
う
現
存
在
の
根
本
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ろ
 う
 。
 

 
 

 
 

存
在
分
析
論
」
（
 
し
キ
 

 
 

 
 

ス
フ
ン
ガ
ー
は
、
「
我
々
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
人
格
的
な
関
係
」
（
 

3
 
）
 

生
活
の
深
み
に
あ
る
も
の
を
、
）
組
織
化
し
、
 

 
 

示
唆
す
る
の
 

 
 

し
て
い
る
の
 

（
 
2
 ）
 

で
あ
る
。
 

は
 、
 
い
 う
 ま
で
も
な
 

 
 

 
 

性
 信
仰
」
（
 目
 Ⅱ
の
（
の
コ
チ
 

 
 

 
 

）
の
の
の
 

臣
 ㏄
の
ゴ
リ
田
ヰ
）
 

ト
の
ゴ
ヰ
 

の
 ト
ヰ
 

）
 

 
 

 
 

内
的
に
独
立
し
た
精
神
 

 
 

 
 

。
彼
等
は
、
堕
落
す
る
 

 
 

 
 

る
こ
と
を
、
（
す
な
わ
ち
  

 

 
 

い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

認
め
う
 つ
 も
、
そ
の
 

 
 

 
 

（
 
即
 ）
 

 
 

 
 

 
 

義
 と
同
様
に
、
人
間
が
 

 
 

 
 

る
 。
従
っ
て
そ
れ
は
、
 



 
 

 
 

ゴ
ロ
 
コ
串
 
し
 
け
 
）
の
様
式
を
 

本
質
的
な
も
の
と
す
る
。
 

 
 

 
 

な
い
。
そ
の
点
で
ま
 

 
 

 
 

田
 ）
と
す
る
フ
ロ
イ
ト
 

 
 

 
 

選
択
可
能
（
 

旧
苦
 
三
 %
T
 

 
 

 
 

り
と
い
う
神
秘
め
い
た
 

 
 

 
 

医
学
的
現
存
在
分
析
は
 

 
 

 
 

拘
 っ
て
自
己
を
差
し
向
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 

 
 

 
 

せ
 
。
 
耳
 Ⅱ
㏄
仁
の
臣
）
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 る

も
の
と
し
て
、
出
会
い
に
 

い
 
で
あ
る
と
す
る
。
 

（
 
C
q
 
ヴ
 
の
幅
の
抽
コ
ロ
 

ロ
し
 

ノ
 

 
 

）
で
も
あ
る
。
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し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

す
な
わ
ち
「
眼
の
前
 

 
 

 
 

我
々
的
出
会
い
」
も
 、
 

 
 

 
 

根
源
的
共
在
性
を
強
調
し
 

 
 

 
 

に
 出
で
立
っ
腕
白
駒
 実
 

 
 

 
 

「
関
心
」
に
対
比
さ
れ
 

 
 

 
 

ち
な
が
ら
、
前
期
の
 ハ
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
 的
 

 
 

 
 

配
慮
」
（
口
の
の
 

0
 （
㏄
の
）
に
 

 
 

 
 

急
 が
起
り
う
る
の
で
、
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

宙
 0
 領
 ）に
お
い
て
 現
 

 
 

 
 

艦
ヰ
 
）
 ｜
ビ
ソ
 ス
ワ
ン
 

 
 

 
 

。
実
存
論
的
に
他
人
の
 

（
 
炬
 
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

て
い
る
」
と
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

（
の
 
目
 N
w
 
笘
 ～
 
l
0
 
臣
侍
 
0
 ロ
 
0
 ㏄
 ト
 
の
 
り
ゴ
 
）
 

（
 
諺
 ）
 

意
味
を
も
っ
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

存
在
的
（
 0
 コ
 *
 
が
 0
 ゴ
 ）
 

（
 
駅
 ）
 

 
 

 
 

（
 
H
 
山
口
 
侍
の
 

0
 三
 0
 つ
 
の
の
 
づ
ゴ
 
の
 ト
 
Ⅰ
）
 (54)  54 
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他
人
へ
の
関
係
が
本
質
 

 
 

 
 

彼
が
た
だ
注
目
し
て
い
 

 
 

 
 

１
が
考
え
る
よ
さ
に
、
 

 
 

 
 

全
体
的
関
わ
り
（
 

田
 
・
 

 
 

 
  
 

わ
 

と
 

 
 

在
 
的
交
わ
り
」
と
「
実
存
的
交
わ
り
」
に
分
た
れ
る
。
 

し
か
し
実
存
的
交
わ
り
の
み
 

 
 

 
 

す
る
。
…
…
こ
の
交
わ
り
と
 

（
 
印
 
）
 

人
 
 
 

 
 

ス
 
の
場
合
は
、
レ
ー
 

ヴ
 



  

 
 

 
 

「
存
在
」
 
｜
 後
期
に
到
 

 
 

 
 

シ
 ス
ワ
ン
ガ
ー
が
こ
の
 

 
 

 
 

く
 、
無
理
な
面
が
あ
る
に
 

 
 

 
 

義
の
克
服
を
問
題
と
し
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

、
実
存
の
明
る
い
開
拓
 

者
と
し
て
共
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

な
 ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
 

 
 

 
 

公
評
価
に
値
す
る
。
「
 ビ
 

 
 

 
 

む
を
え
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

か
ら
で
あ
る
。
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

実
存
」
（
 

芭
ガ
 

・
絃
の
田
の
 

コ
ぃ
 

）
 

（
㏄
）
 

 
 

 
 

る
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
 

( ㏄ ) 

 
 

 
 

イ
 バ
 ツ
カ
 ー
が
本
来
的
 
6
 

 
 



   
 

 
 

超
え
、
哲
学
す
る
こ
と
を
も
 

5
 

  

Ⅰ
Ⅰ
 

 
 
 
 

 
 

 
 

、
人
間
の
実
存
的
交
わ
り
を
 

的
 

 
 

 
 

語
る
」
の
を
聴
く
こ
と
に
 

哲
 
（
 

 
 

こ
と
に
由
来
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

を
 確
認
し
、
ビ
ン
ス
 

 
 

 
 

安
 五
性
を
重
視
し
は
じ
め
た
 

（
 
舘
 ）
 

 
 

 
 

 
 

基
本
現
象
で
あ
る
。
 愛
 

 
 

 
 

す
る
愛
の
中
に
、
こ
こ
 

 
 

 
 

、
予
想
的
に
把
握
さ
れ
 

（
㏄
）
 

 
 

る
の
で
あ
る
」
と
 讃
 え
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

の
 「
存
在
の
思
索
」
 

 
 

 
 

て
る
こ
と
、
住
む
こ
と
、
 

 
 

 
 

田
 の
の
（
の
（
 

ヴ
 目
の
 
コ
 ミ
）
 と
 

 
 

 
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
 

 
 

 
 

こ
と
に
よ
っ
て
、
「
 
無
 」
 

 
 

 
 

 
 

な
ら
人
間
は
住
む
こ
と
 

 
 

 
 

般
 に
人
間
の
本
質
は
 、
 



 
 

 
 

で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
 

 
 

 
 

人
間
の
心
の
全
体
は
 、
 

 
 

 
 

、
か
げ
が
え
の
な
さ
の
 

 
 

 
 

い
る
の
で
は
な
い
だ
 る
 

 
 

 
 

命
は
道
徳
的
な
責
任
を
 

 
 

 
 

 
 

い
 。
独
自
か
つ
一
回
 的
 

 
 

 
 

ご
と
の
も
の
と
し
て
 明
 

 
 

 
 

に
よ
る
心
の
救
済
 
（
 
6
 
9
 
L
 
）
 

 
 

 
 

て
 実
存
の
把
握
に
関
し
 

 
 

 
 

保
 し
て
い
る
こ
と
も
 否
 

 
 

 
 

中
に
実
存
が
考
慮
さ
れ
 

W 

 
 

い
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

あ
れ
、
「
交
わ
り
」
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

人
間
関
係
的
主
体
に
お
 

 
 

 
 

を
 、
人
格
的
に
捉
え
る
 

 
 

 
 



  

と
 

 
 

 
 

存
在
」
（
 

m
o
.
 

の
の
 

ぃ
コ
 

）
に
つ
い
）
 

 
 

 
 

 
 

応
答
的
に
人
間
存
在
を
捉
え
 

 
 

わ
 

 
 

 
 

、
ま
た
綜
合
不
可
能
な
統
 

り 

  

  

  
ら む る 

  
存 
在 

て 

    

論 そ 
理 れ 

は 
  
ノつ 

の 

行 
為 
の 

， 巳 、 

理   的 

相 在 る な ピ 

応 と 。 い i 
生起 

か 

 
 

 
 

駆
ら
れ
た
存
在
」
と
し
て
 

 
 

 
 

0
 「
 
ま
臼
 ・
 お
ぎ
 ）
で
あ
る
 

 
 

 
 

て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
 

（
 
出
 
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

い
 」
と
批
判
す
る
。
か
く
 

 
 

 
 

れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

 
 

Ⅱ
の
 
コ
 ）
さ
れ
て
し
ま
う
。
 

 
 

 
 

破
壊
さ
れ
る
。
だ
か
ら
 



 
 

 
 

な
る
の
で
あ
る
。
「
 良
 

 
 

 
 

る
も
の
な
の
で
あ
る
」
 

 
 

 
 

た
め
に
決
断
す
る
も
の
 

 
 

 
 

常
に
そ
の
志
向
を
共
同
 

 
 

 
 

 
 

に
向
 げ
ら
れ
る
も
の
 

 
 

 
 

よ
っ
て
ま
た
、
真
の
意
 

 
 

 
 

り
 
（
の
 
0
 ヨ
ヨ
 仁
三
 0
 口
 ）
 も
 

ま
た
、
か
か
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

い
え
 よ
う
 。
 

（
 
穏
 ）
 

 
 

 
 

」
を
 、
 通
し
て
も
、
 

 
 

 
 

背
後
に
、
「
生
き
て
い
る
 

（
 
り
は
 

）
 

 
 

何
の
し
 偉
 ）
を
予
想
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

お
け
る
ご
と
き
、
 
現
 

 
 

 
 

す
な
わ
ち
出
世
間
に
対
 

 
 

 
 

も
の
」
の
方
向
に
お
い
 

 
 

 
 

」
「
交
わ
り
」
の
哲
学
 

 
 

 
 

ス
が
 
「
理
性
」
を
 、
ブ
 

（
㏄
）
 

（
 
乃
 ）
 

 
 

 
 

エ
 フ
が
、
「
交
わ
り
」
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て
見
ら
れ
た
。
 

 
 

）
。
唯
識
因
明
を
主
と
し
た
時
期
。
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

慈
 

 
 

 
 

そ
の
と
し
、
す
な
わ
 

 
 

 
 

て
 中
国
語
に
 う
 つ
し
か
 

 
 

 
 

セ
 十
六
部
、
千
三
百
四
 

 
 

 
 

、
つ
 ぎ
の
三
期
 存
 分
 け
 

一
新
訳
 門
 維
摩
 口
 と
そ
の
研
究
 

慈
恩
大
師
 の   

維
摩
経
 観
 

橋
本
 
芳
契
 



 
 

 
 

な
 研
究
註
釈
の
書
を
成
 

 
 

 
 

か
 、
ま
ず
窺
基
の
維
摩
 

疏
 そ
の
も
の
の
輪
郭
を
さ
ぐ
っ
て
見
る
こ
と
に
す
る
。
 

 
 

 
 

文
 ）
と
ま
で
称
せ
ら
 

 
 

 
 

に
の
 ば
り
、
他
に
す
で
 

 
 

 
 

親
署
で
あ
る
か
を
疑
わ
 

 
 

 
 

が
 、
そ
れ
ら
の
吟
味
と
 

 
 

 
 

た
 窺
基
 が
 、
の
ち
こ
の
 

 
 

 
 

ヴ
に
 収
め
、
そ
の
紙
数
 

 
 

 
 

事
実
は
、
維
摩
経
の
前
 

 
 

 
 

つ
も
の
に
と
っ
て
 、
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え
て
み
た
い
。
 玄
実
 は
 

 
 

 
 

大
乗
 光
 
（
 
普
九
 ）
の
 筆
 

 
 

 
 

す
る
こ
の
新
訳
が
よ
 う
 

 
 

 
 

大
成
し
た
慈
恩
大
師
 窺
 

司 て 
説   

無 こ 
垢 こ 
称 で 

はそ 経 L 

六の 巻 随 
（ 一 
大 た 
正 る 

新 も 
脩 の 
大 と 

蔵 し 

  
目吋 

簿 記 
十 案 

二期 口巻 

  
中に 6, べ 

    

  

  
を の 
も 新 
つ 訳 

も た 
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ぃ 阿 反 タ か 
ぅ 弥 対 多 に が 、 陀に大 ・直な 門口ム 
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  駕 
い 密 ち を 
宗 な ょ 波 
教 ゆ っ る 

的 ぎ と   

休 と 見 所 
ど に 以 

な い は に 
く た こ 西 
し 経 の に 
て で 掻 玉 
は も は 諜 
到 る 大 に 

  
う た を 東 
な か ひ に 
作 も ろ 金 
品 一 げ 姿 

は 箇 た を 
だ の ょ 耀 
さ 最 ぅ か 
れ も た せ 
得 す っ て 
な ぐ か 賞 
い れ き を 
の た え 一 
で 芸 ど 真 

あ 術 こ に 
る 品 ろ 競 

のな そ ぅ 。 にで 。 
こ に あ っ い（ 経回   
しの か よ る。 
な う そ 
論 で ぅ 

理 あ か 
も る と 
あ 。 お 
れ げ も 

は れ う 

普も " どと " 
遍 ま す 
的 た こ 
な 、 ぶ 

(75) 

て い 

 
 

 
 

し
く
維
摩
経
に
つ
い
 

の
べ
る
。
 

 
 

 
 

み
、
神
機
を
香
し
て
 

 
 

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

像
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羅
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塵
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大
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均
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く
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を
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で
て
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セ
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っ
た
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 ち
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ヨ
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ー
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p
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す
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っ
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0
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覚
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の
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し
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滅
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）
で
あ
り
 



と  
 

 
 

訳
が
 古
く
か
ら
お
 

 
 

 
 

の
 赤
卒
と
同
じ
く
「
 不
 

（
 
2
 ）
 

 
 

 
 

巨
海
」
等
、
み
な
陸
中
 

 
 

 
 

と
あ
わ
せ
て
、
維
摩
 研
 

 
 

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

註
 

 
 

 
 

の
 ）
の
）
 

0
 Ⅱ
の
 
屈
 由
 り
 ）
 
曲
 

 
 

 
 

か
 年
の
の
 
曲
屈
円
 

Ⅱ
 
0
 の
 

 
 

 
 

曲
ま
 
0
 コ
 ・
（
維
摩
 

 
 

 
 

も
つ
冗
長
さ
も
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
頁
）
参
照
。
 

㈲
改
訳
の
理
由
 

 
 

る
 。
い
わ
く
 、
 

 
 

 
 

日
に
 糟
粕
た
り
。
大
師
 

 
 

 
 

範
に
格
り
 、
得
失
を
 

 
 

は
真
軌
に
遭
う
 。
（
同
前
）
 

戸戸にぎ 、 下 

  
」 

の述募 
理 は 一 

決心真 を目に =- 
み界 琴 

  
  
  
さ に し 

せ は、 て 
て 経 

、 と の 
や お 真 
が ;  く 趣 
て 潮 に 
華 っ せ 
厳 て ま 

の 僧 る 

理 肇 概 
事 無 『がご 註あ 

  
あ 』 こ 
る 総 と 

(76)  76. 



 
 

 
 

国
 で
は
最
後
の
訳
出
と
 

 
 

 
 

と
こ
ろ
」
等
と
い
う
の
 

 
 

 
 

）
た
る
羅
什
 
訳
司
 
維
摩
 

 
 

 
 

の
 絶
讃
の
こ
と
ば
だ
る
 

 
 

 
 

の
と
い
う
経
原
名
を
「
 

維
 

 
 

 
 

つ
い
て
は
後
述
す
る
。
 

 
 

 
 

字
を
宝
暦
に
揚
げ
て
、
 

 
 

 
 

儒
と
偏
 
す
る
に
 
耀
彩
 

 
 

 
 

て
顕
 
わ
れ
、
 
仮
 り
に
 

 
 

 
 

緩
 暗
に
承
く
。
既
に
 

 
 

無
垢
 
称
と
 名
づ
く
。
（
同
前
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
ボ
サ
ッ
中
 

、
た
だ
ひ
 

 
 

 
 

以
て
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
 

 
 

 
 

称
 」
の
 新
 容
へ
の
要
求
そ
の
 

 
 
 
 
 
 

献
 も
の
の
 
う
 え
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

7
7
 

慈
 円

 
六
門
の
分
別
 



 
 

維
摩
経
を
解
釈
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
（
九
九
三
頁
 中 ）
 

一
 、
経
 起
 の
前
因
 

二
 、
経
の
宗
 緒
 

三
 、
経
の
体
性
を
明
か
す
 

典
経
の
不
同
を
叙
 す
 

五
 、
品
の
所
従
を
科
す
 

六
 、
本
文
の
義
を
釈
す
 

 
 

 
 

怪
め
 

 
 

 
 

こ
と
で
 

 
 

 
 

第
 順
序
 

 
 

 
 

の
う
ち
 

 
 

二
 、
経
の
位
置
、
第
三
、
経
 名
と
 品
の
次
第
（
 科
段
 ）
 ほ
 つ
い
 

し
て
み
よ
う
。
 

第
一
、
経
の
因
縁
 

 
 

て
 五
種
を
か
ぞ
え
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 

 
 

る
 。
 

 
 

を
あ
ら
し
め
る
。
 

㈲
菩
薩
に
内
と
外
と
の
 修
 あ
る
を
 顕
 わ
す
。
 

全
仏
教
に
お
 け
 

あ
る
。
ま
た
 四
 

ほ
 つ
い
て
説
く
 

「
 経
 所
目
の
 特
 

て
の
説
に
注
意
 

(78) 78 
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㈲
如
来
の
威
徳
の
大
な
る
こ
と
を
 

顕
 わ
す
。
 

 
 

 
 

 
 

機
 ）
と
所
聞
（
 
法
 ）
 

 
 

 
 

の
 欣
欣
に
つ
い
て
、
 

仏
 

 
 

 
 

証
は
 淫
薬
・
仏
地
・
 

菩
 

 
 

 
 

欣
 厭
の
説
明
に
 
う
 つ
る
 

 
 

 
 

た
こ
と
は
既
述
の
と
 

お
 

り
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

ぶ
 と
で
あ
る
。
ま
た
 

 
 

 
 

い
て
、
経
に
は
各
二
種
 

 
 

 
 

。
そ
し
て
「
北
里
」
と
 

 
 

が
は
い
る
。
ま
た
「
 

他
聖
 」
と
は
、
「
 

妙
香
 世
界
の
最
 
上
 香
台
 
仏
 」
（
香
台
 

品
所
 

 
 

ぼ
品
 
所
出
）
等
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

は
 、
こ
れ
に
由
る
。
 

 
 

 
 

漏
と
 無
漏
と
、
或
は
 

 
 

 
 

 
 

の
 如
く
 
、
 並
び
に
分
別
す
べ
し
。
（
九
九
四
上
）
 



 
 

 
 

 
 

し
た
ま
い
、
方
便
書
 

 
 

 
 

る
な
 ざ
な
り
。
（
 九
 

九
八
上
）
 

 
 

で
は
な
い
か
と
お
も
 う
 。
 

 
 

 
 

が
 登
場
す
る
も
の
と
こ
 

 
 

 
 

る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

関
し
た
一
節
で
、
こ
れ
 

じ
た
も
の
で
あ
る
 

 
 

 
 

上
首
と
な
る
。
 
 
 

 
 

は
 、
前
述
「
 香
 ム
ロ
」
 

 
 

 
 

 
 

」
も
の
で
、
「
大
智
」
 

 
 

か
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
。
㈲
外
の
 

 
 

 
 

。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
 

 
 

 
 

だ
 「
一
一
乗
」
と
「
凡
夫
」
）
 

 
 

 
 

厭
 の
た
め
、
如
来
に
 
ょ
 

 
 

 
 

聖
 の
 変
浄
 」
に
は
、
㈲
 
0
 

 
 

  

  



 
 

  

 
 

 
 

 
 

も
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
 

維摩経 観 

時 と 
） 、 い 

Ⅱ 自 

とになげ確説法空め し 
不 れ 

  
  第 ㌔   
一 一 

巳薮 
  の 

Ⅱ 本 
双 ・ 義 
遮 ・ は 

有   

空 総 
執 じ 

  
有 数 
空 に 
宇 佐 
（ 華、 り 

厳 教 
  類 
深 む 
密 三 

  ヤァ し 

・ 浬 わ 
磐 か ち 
法   
峯苦 工 

  唯 
拐 説 
仙 法 
  有 ・   
厳 （ 
  阿 

勝 含 

  
 
 

 
 

動
 に
仏
の
真
 

 
 

哲
学
た
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
 ま
 ）
 

 
 

 
 

）
参
照
。
 

第
二
、
経
の
位
置
 

 
 

 
 

 
 

は
 三
教
と
八
 

 
 

 
 

部
 ）
 、
 ㈲
 硬
 性
 宗
 

 
 

 
 

あ
る
こ
と
を
ま
 

 
 

 
 

）
の
四
家
の
 名
 

ば
れ
た
。
し
か
し
、
い
ま
は
 新
 翻
の
経
論
に
も
拠
り
、
 

 
 

す
る
の
が
「
 経
 
 
 

 
 

照
 ・
持
の
三
 法
 

 
 

 
 

中
道
教
の
立
場
 

 
 

 
 

有
 を
生
ず
る
 

 
 

 
 

空     
< と の 呼 楠 美 あ を 

81 (81 
 
 



摂
 な
る
こ
と
を
。
（
九
九
九
十
）
 

 
 

 
 

明
確
に
一
切
経
中
に
お
け
る
維
摩
経
の
 

 
 

理
義
と
、
「
護
法
等
」
の
麻
理
義
 と
 

 
 

と
し
た
わ
げ
で
あ
る
。
口
径
 疏
 L
 の
 思
 

 
 

ま
少
し
く
こ
の
問
題
に
つ
い
て
く
 ゎ
 

を
つ
ぎ
に
要
約
し
て
示
そ
 う
 。
 

 
 

摩
し
経
は
、
二
諦
の
義
を
明
か
す
と
 

と
 為
す
。
 

 
 

て
 而
も
こ
れ
に
対
話
し
、
彼
の
詞
に
 

 
 

弁
を
対
揚
す
る
こ
と
能
わ
ず
と
。
 

 
 位

置
を
規
定
し
得
た
と
い
え
る
。
同
時
に
 

を
併
 挙
し
て
 
一
 経
の
句
意
語
義
を
た
だ
さ
 

想
 史
的
意
義
は
、
た
し
か
に
そ
う
し
た
と
 

し
く
の
べ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
 

堆
も
 、
勝
義
 諦
に
 依
ら
ば
、
空
を
以
て
 宗
 

皆
 屈
す
。
 
b
 
四
大
菩
薩
（
菩
薩
 品
 ）
に
は
 

c
n
 妙
口
 
吉
祥
（
間
 疾
品
 ）
の
疾
を
間
 ぅ
 

  

 
 

 
 

衆
邦
 等
 ）
、
 W
 
現
通
仮
実
 
2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

諸
法
担
石
 宗
 
（
一
説
 部
 ）
 、
 
Ⅶ
勝
義
 皆
 空
宗
、
お
よ
び
 Ⅷ
麻
理
 円
 実
家
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

そ
し
て
、
 

 
 

 
 

 
 

世
俗
は
有
な
る
べ
 
き
 

も
 、
勝
義
は
皆
空
な
り
と
す
。
 

 
 

 
 

 
 

応
 に
随
っ
て
 有
 ・
 空
 

 
 

な
る
が
故
な
り
。
 

 
 

 
 

 
 

じ
て
こ
れ
二
朱
の
 所
 



  

故
に
勝
義
に
非
ず
。
（
同
前
）
 

 
 

 
 

 
 

の
四
の
所
 成
 で
あ
 

る
 。
 

  

 
 

勝
義
認
 

世
俗
諦
 

四
 

 
 

 
 

重
 

 
 

ゆ
世
 

諸
有
学
者
、
世
間
の
言
説
、
こ
れ
を
以
て
有
と
 

 
 

ち
繭
 
・
 処
 ・
 界
 、
有
・
無
為
の
法
 な
 

軽
視
 

な
る
が
故
な
り
。
即
ち
実
の
我
 法
 な
り
。
 瓶
 ・
 

り
 。
 

摩
 

盆
等
 こ
れ
な
り
。
 

の
維
 

 
 

道
理
、
即
ち
講
学
者
、
共
に
道
理
を
立
っ
。
四
諦
の
珪
 

師
 

 
 

大
 

田
ご
 

為
 の
 法
 な
り
。
 

蕪
ゅ
 

 
 

き
 ロ
 
メ
乞
 
諸
有
学
者
、
こ
の
方
便
を
以
て
能
く
 聖
果
 を
証
 

 
 

 
 

 
 

は
 実
に
空
無
な
り
、
 

 
 

昔
 、
空
な
り
、
某
 

 
 

 
 

し
と
し
。
菩
薩
の
衆
 

 
 

0
 人
等
の
如
し
。
 

経
の
特
色
で
あ
る
。
 

 
 

ふ
か
き
が
故
に
 、
以
 

（
同
前
）
 

 
 

 
 

雄
も
 、
世
俗
諦
に
 四
 0

 分
別
を
空
ず
れ
ば
、
真
空
も
亦
空
な
り
と
。
 
d
 又
 勒
利
 

 
 

畑
 

 
 

つ
ぎ
に
第
八
の
応
埋
門
 
実
宗
 で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

れ
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唯
識
・
無
相
・
真
如
の
四
法
門
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 て
 、
さ
ら
に
因
縁
・
 

則
我
病
生
 」
 b
 文
音
 
口
 

 
 

註
 
し
て
旨
を
談
ず
れ
ば
、
一
の
 

真
 
法
界
に
っ
 

 
 

依
る
。
道
理
（
（
 

法
 
）
）
に
 

浅
と
深
 

と
あ
り
。
 

り
 
。
以
て
差
別
を
分
つ
な
り
。
 

 
 

 
 

を
 
説
く
な
り
。
（
九
九
九
丁
）
 

き
、
そ
の
二
諦
を
論
ず
る
 、
 並
び
 

智
と
境
と
 （
（
 
八
 ）
）
に
 
麓
 と
紐
と
あ
 

  

 
 

 
 

 
 

理
等
 な
り
。
 

な
り
」
 

0
 株
諸
有
学
者
、
既
に
修
学
し
お
わ
り
、
こ
の
深
妙
 

証
待
 と
為
す
。
 

ゆ
る
二
空
の
如
な
り
。
 

此
の
四
の
中
、
初
の
 
一
 は
林
 空
 に
し
て
後
の
三
 

一
は
 体
育
な
り
。
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・
 
ま
、
 

p
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
 
）
に
答
、
 

ぇ
、
 

 
 

 
 

 
 

本
 と
す
る
が
故
に
）
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
 

  

 
 

2
 
 
（
唯
識
の
法
門
）
序
品
に
「
直
心
 

是
 菩
薩
浄
土
。
 

 
 

則
 仏
土
 
浄
 。
所
以
、
 

心
 

 
 

 
 

唯
識
の
法
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

殿
於
法
 

、
不
人
衆
 

数
 、
 

 
 

終
不
得
 

滅
度
、
故
君
如
是
、
万
町
取
食
。
乃
至
 

広
説
 
、
 

 
 

が
催
 
、
文
字
性
 

離
 、
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
ご
と
き
が
、
 

無
 栢
の
法
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

る
ご
と
き
に
よ
っ
て
 

無
 

  

  

   
 

 
 

 
 

と
し
て
、
問
答
を
雑
 

 
 

深
概
 
で
な
く
、
こ
れ
ま
た
「
無
相
の
法
門
」
内
の
も
 

の
で
あ
る
。
し
か
る
 

 
 

 
 

証
し
た
も
の
で
あ
 

 
 

た
 
妙
な
る
こ
と
か
く
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
 

経
 

 
 

展
開
的
順
序
が
あ
り
、
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い
 て
 智
 証
を
起
さ
し
め
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
 見
方
で
あ
っ
た
。
 

ち
 、
 A
 世
俗
諦
に
 我
法
 

麻
理
の
表
別
が
生
ず
る
 

Ⅱ
そ
の
唯
識
を
顕
わ
し
 

ち
、
 Ⅳ
真
如
の
理
を
説
 

る
の
で
あ
り
、
前
者
 

 
 

 
 

着
さ
せ
る
こ
と
を
そ
の
 

真
 極
意
と
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

る
 。
「
 文
 」
は
ま
た
 

 
 如

 の
 門
 あ
り
 

故
に
最
第
一
 

と
説
か
れ
た
。
 

法
に
は
じ
め
て
 

で
あ
る
。
さ
ら
 

四
門
を
説
く
 

の
法
 な
る
が
 て

、
 最
も
深
妙
と
為
す
。
心
境
、
智
に
冥
し
 、
 

な
り
。
（
 一
 0
0
0
 
申
 ）
 

こ
れ
は
「
因
縁
」
「
唯
識
」
「
無
相
」
「
真
如
」
 

「
真
如
」
の
砂
金
に
ぎ
 ね
 ま
る
宗
教
的
実
践
の
 

-
 
に
い
り
、
 

と
 雄
も
、
相
違
反
せ
ず
、
一
一
の
法
門
は
一
切
 

 
 

故
に
。
 亦
 無
相
有
れ
ど
も
、
所
縁
の
無
相
は
因
 

 
 

 
 

 
 

識
も
亦
足
 れ
因
縁
 

 
 

 
 

に
 由
り
一
切
法
を
 

休 め 神 
系 四 
で， 段 

会、 

あ 階 正 
理 

にお る。 v Ⅰ 甲 - 

ゆ げ 達 
え る 
に 価 

す 。 

、 値 真 
四 庫 智 
門 列 アプ Ⅰ 

が で 契 
同 あ 
侍 る 

い 

ヤプ 甲   障 
一 同 習 

を滅 目で目 時に 

あ そ し 

りね 、 は 
て 
  

ま 「 切 
た 因 法 
一 縁 を 
切 」 立 
の の 

門 事 
つ 。 
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句
 」
に
あ
た
る
。
 

 
 

三
苦
口
 の
 ）
で
、
一
章
一
段
、
以
て
講
義
を
明
か
す
。
 

 
 

ヰ
お
 ）
で
、
一
部
を
総
局
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

(
8
7
 

 
 

 
 

は
 広
明
、
後
（
 論
 ）
 

 
  

 

は
 周
備
と
す
る
。
 

A 家 所 
 
 

 
 

 
 

の
 
別
義
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
 
諸
法
を
以
て
し
 

 
 

 
 

経
に
云
わ
く
、
「
 

筈
 

 
 

 
 

り
て
 

能
詮
 

の
 
教
 
中
に
 

 
 

り
 
。
（
』
 

0
0
0
 

中
 
）
 

 
 

が
あ
る
。
 

 
 

 
 

法
 
満
足
の
句
 

、
 
㈲
 
顕
 

 
 

 
 

ゆ
る
八
不
）
 

と
 
言
目
 

ぅ
 

 
 

 
 

を
跡
（
 

パ
ダ
 

）
と
し
、
 

 
 

 
 

法
 
満
足
を
取
っ
て
 

顕
 

義
周
 

円
を
取
ら
な
い
。
 



性 来 示 B で は B い ら A A 
と 生 知 ㈲ 随 Ⅱ は 通 宝 詮 。 双 勝 と Ⅱ 法 Ⅱ 

す 赤 地 摂 実 声 ・計 で は 若 非 義   ，性 
で の 勝 此 の 若 

  あ 体 義 の 体 し 

と 

    
、 疾 情 は は に 体 従 あ 為 に 世 で は と で に 

悪品品 恨 ）） 
、 仮 依 性 痴 る と 依 俗 あ 空 勝 る 依 

一 実 ら で 有 の 無 ら ほ ろ は 義 つ ら 

等 の の 切 削 ば あ 愛 が 為 は 
よかりとてば っら " の " 

はご 瞑 とと有体 ごの 論 通 " る 。 別法 " 諸と を菩 " 
が き ぎ 為 な じ 
体 で で ・ 

我 の 風 塵 能許 て教 非有 法は 二 理 数 も 

  病 体 て の 
で あ あ 無 ・ 議 所 さ と言 右 に 依 に 埋も   経 う 非 る な 詮 

（ る （ ・ 休 が ず が い     問 か 一 世 と " と 枚 。 一 

仮 摂 操 法 0 性 切 
石 阪 余 が 一 を 皆 

空   で 無 世 ハ な 
土 と と な る   、 で 俗 維 

ヰプ L 他 も 
90   四 起 つ 詮 （ 

慶 一 一 真     同 
が 切 切 如 あり 性て 、 所 

所詮 

も 法 右 に 前 
体 の の で   「 詮 ど 性 な 云 

） 

、 仮 法       の の   
仮 法 体 真 サブ ヒ 切 体   
名 が が 如 は 皆 と 法 一 Ⅴ 目 亦 

  
の す   が、 

摂相 

知 す を 初 空 無 「 
衆 べ み 本 也 る 以 皆 で に 法 
生 て な た 帰 」   て 空 あ 非 は 
は 別 識 る 性 （ 経 而 で れ ず 有 
五 体 を こ 体、 観 の も 

  教     
  体 
ヤブ "- 品 " 無 と     は ） 右 

一 と ， Ⅰ 「 摂 
切 の と 一 

余席 

我 は 円 。 
諸 所 、 切 威 雄 下土   

仏 依 緒 有 識 実 教 且 

は に の 情 体、 性 垢 ら   
五 随 「 皆 @         世 ら で、 

ケブ 卜 俗 
  
さ 。 ぎ 

」   は 

摂仮 

世   序ょ、 しるは 尤 （   所 た か 口口 口   
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べ
る
。
 
い
 わ
ゆ
る
「
経
の
不
同
」
で
あ
る
。
同
維
摩
 L
 
は
 ㈲
 政
 低
調
、
㈲
 支
 

 
 

 
 

し
か
も
仕
訳
ひ
と
り
 

 
 

「
維
摩
詰
所
説
」
を
経
題
と
し
た
の
は
許
せ
な
い
。
 

  

 
 

 
 

し
と
で
、
経
に
ほ
「
 或
有
 

   
 

 
 

  

 
 

 
 

ほ
声
処
の
所
収
で
色
衆
 

0
 所
 摂
 た
る
の
別
が
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
 通
じ
て
真
如
を
体
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
 末
 た
る
 能
聞
 

 
 

 
 

・
無
為
で
あ
る
。
み
な
 

 
 

 
 

の
で
、
不
相
応
は
経
に
 

 
 

 
 

文
 
・
 名
 ・
句
の
四
が
あ
 

る
 。
 

 
 

 
 

維
摩
研
究
者
に
は
な
 

 
 

 
 

時
に
、
こ
の
経
の
内
蔵
 

 
 

 
 

大
乗
仏
教
思
想
史
上
に
 

お
 げ
る
地
位
を
高
か
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

口
コ
 経
疏
 L
 
の
思
想
的
意
義
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な
り
。
摩
羅
 

一
 
（
 
ヨ
が
守
 

）
 

  

 
 

は
 
げ
し
か
っ
た
。
中
国
 

 
 

が
 如
し
 
、
 
此
に
無
垢
 

識
と
 
云
 
う
 。
 
今
 
す
で
に
 

費
 
l
 （
 
つ
 
む
 0
 
字
を
加
 

ぅ
 
。
故
に
こ
 

  

 
 

 
 

 
 

喫
 
」
と
云
 

う
が
 
如
し
。
 

0
 
目
か
ら
は
窺
基
に
是
 

（
 
一
 
0
0
 
 

一
下
 

｜
一
 0
0
 
三
 
上
）
 

  

 
 

の
 
）
 
笘
 
（
離
垢
、
無
垢
）
 

と
 

  

 
 

基
は
羅
什
に
対
し
批
判
 

  

 
 

一
 
そ
の
説
明
を
の
せ
て
 

  

 
 

た
 
ご
と
き
も
 

玄
 実
の
 
一
 

  

 
 

覚
 で
当
来
の
仏
果
で
あ
 

 
 

 
 

に
 
英
訳
 
は
 「
菩
提
 

分
 」
 

  

 
 

家
 
）
が
用
い
る
言
葉
で
 

 
 

 
 

  

 
 

か
ら
は
低
位
に
あ
っ
て
 

  

 
 

る
 
。
 

  

 
 

た
 チ
ベ
ッ
ト
で
も
 

広
 

  

 
 

れ
を
承
け
た
慈
恩
大
師
 

  

 
 

。
大
師
の
流
儀
は
わ
が
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学
 の
 溝
膓
 た
る
意
義
を
 

 
 

 
 

こ
に
は
 
2
 曲
鼠
コ
年
の
に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

摩
 経
の
欧
米
語
訳
が
こ
 

言
及
す
る
（
前
掲
 書
 

 
 

 
 

つ
ら
な
る
「
 経
疏
ヒ
も
 

亦
 そ
の
意
義
を
一
新
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

フ
ラ
ン
ス
語
訳
は
 禾
 

 
 

 
 

0
 次
に
刷
維
摩
結
経
 

 
 

 
 

の
は
正
し
い
。
 蔵
突
 

 
 

 
 



パ
レ
ス
チ
ナ
に
お
け
る
発
掘
調
査
の
趨
勢
 

１
１
ベ
ル
シ
ア
時
代
か
ら
口
一
 マ
 時
代
ま
で
 ｜
｜
 

後
藤
光
一
郎
 

 
 

 
 

 
 

て
 右
に
つ
 

 
 

絶
え
間
な
 

 
 

な
っ
た
。
 

 
 

し
た
。
 こ
 

 
 

の
 結
果
が
 

 
 

（
オ
オ
の
オ
色
 

 
 

型
 八
世
紀
 

 
 

始
ま
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ナ
 北
部
 

 
 

す
で
に
ふ
れ
た
 

 
 

こ
で
は
 総
 

展
 

里
 

 
 

に
 段
階
が
 

 
 

あ
っ
て
 、
 

 
 

う
が
た
れ
 

 
 

土
器
、
 フ
 

 
 

た
 骨
が
納
 

 
 

た
 暮
煙
 は
 

 
 

六
世
紀
末
 

 
 

出
土
品
と
 

 
 

ス
身
 ど
も
 

 
 

ア
 イ
カ
 産
 

 
 

。
そ
の
他
 

 
 

す
の
 
・
の
コ
ヨ
 

が
あ
る
。
 

 
 

0
 百
 吐
廻
 

 
 

の
あ
と
に
 

 
 

部
屋
の
北
 

 
 

正
面
は
東
 

 
 

あ
っ
た
。
 

 
 

け
た
男
子
 

 
 

る
 。
 づ
 上
ロ
 

 
 

や
成
コ
セ
 
オ
 /
 

 
 

 
 

 
 

港
 近
く
の
 

3
 

 
 

と
 
り
笘
 
9
 



 
 

土
器
が
出
 

 
 

テ
 ナ
イ
 土
 

 
 

記
さ
れ
た
 

 
 

ル
シ
ア
 時
 

 
 

づ
け
る
こ
 

 
 

の
 砦
が
 、
 

 
 

ペ
ル
シ
ア
 

 
 

百
 ゼ
ッ
タ
 

 
 

シ
ア
 の
 支
 

 
 

ユ
ダ
ヤ
人
 

 
 

、
 
N
 （
（
 ぺ
の
 

 
 

紀
 ）
。
 一
 

 
 

牧
民
タ
 
フ
 

 
 

る
 
や
 す
由
 

 
 

し
た
。
 
こ
 

 
 

土
の
封
印
 

 
 

か
け
て
の
 

 
 

穴
は
、
も
 

 
 

た
下
 （
 
ゅ
由
 

 
 

啄
め
ゲ
お
 せ
 

 
 

て
き
た
。
 

 
 

の
た
ぐ
い
 

 
 

㌧
巴
が
の
 

0
 

 
 

サ
ン
）
 
バ
  
 

か
れ
た
」
 

 
 

の
子
」
、
 
9
 

 
 

こ
れ
ら
の
 

W
 

 
 

の
 支
配
者
 

が
 

サ
ン
ト
ラ
ッ
ト
 1
 

サ
ン
パ
ラ
ッ
ト
の
子
 、
テ
 ラ
 ヤ
 

サ
ン
バ
ラ
ッ
ト
Ⅱ
 

サ
ソ
 バ
ラ
ッ
ト
の
子
ハ
々
 
ヱ
ヤ
 

サ
ン
バ
ラ
ッ
ト
Ⅱ
 

 
 

父
の
名
を
 

 
 

描
ゴ
 洞
穴
 

 
 

ミ
ア
 が
 ェ
 

 
 

な
い
。
 粘
 

 
 

に
は
ぺ
ル
 

 
 

代
の
到
来
 

 
 

に
も
 接
透
 

 
 

中
ヴ
 
臣
 N
 の
 で
 

 
 

物
資
の
取
 

 
 

九
六
二
年
 

さ
宇
 ぎ
が
発
掘
し
た
 
づ
 「
 
ひ
 （
 べ
 生
口
ロ
 
ド
ゴ
 が
あ
る
。
 

 
 

岩
像
が
 

 
 

ラ
ク
タ
を
 

 
 

は
 耕
作
の
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一物南寧 のト るるなで   



 
 

レ
キ
サ
ン
 

 
 

が
 出
土
し
 

 
 

コ
ン
 川
沿
 

岸
 の
い
く
 っ
か
 の
 マ
カ
 ベ
ア
時
代
砦
な
ど
が
あ
る
。
 

 
 

ズ
ム
 時
 

 
 

レ
ニ
ズ
ム
 

 
 

朝
の
 ア
 ン
 

 
 

。
こ
の
町
 

 
 

れ
は
前
四
 

 
 

た
 。
 村
由
の
 

 
 

の
か
も
し
 

 
 

い
 遺
構
は
 

 
 

つ
 ぎ
が
（
 

 
 

っ
た
 
。
 オ
 

 
 

わ
れ
た
。
 

 
 

け
 
り
 て
の
 口
 

 
 

カ
 ペ
ア
の
 

 
 

で
も
染
物
 

 
 

た
 。
パ
レ
 

 
 

の
 産
地
だ
 

 
 

や
 の
 
す
印
 
0
 
ら
 

 
 

 
 

 
 

モ
ニ
ア
 
王
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
隊
商
 

 
 

ネ
ゲ
プ
 の
 

 
 

が
 湧
出
す
 

 
 

水
槽
 や
、
 

 
 

奔
流
を
一
 

 
 

大
な
貯
水
 

 
 

か
こ
っ
た
 

 
 

の
 数
十
倍
 

 
 

に
 散
在
す
 

 
 

れ
た
。
 そ
 

 
 

し
た
。
 同
 

 
 

る
 。
そ
の
 

 
 

0
 Ⅰ
 づ
由
ト
 

こ
円
（
 

笛
隼
 が
あ
る
。
 

 
 

一
マ
時
 

 
 

悲
劇
的
 叛
 

乱
の
時
期
で
あ
る
。
 

 
 

0
 ロ
 ｜
 

 
 

人
名
を
記
 

 
 

珪
石
棺
 や
 

 
 

ど
の
装
飾
 



 
 

ク
は
 
ア
ン
 

 
 

 
 

ら
れ
た
。
ン
テ
ン
時
代
シ
ナ
 

グ
 
に
と
っ
て
 

伐
 ゴ
グ
 
の
 

 
 

  

  

    

  

  
 
 

ど
 石
棺
で
 
7
 

 
 

つ
い
て
い
 
9
 

 
 

 
 

 
 

ネ
ヱ
ル
 谷
 

 
 

オ
 ン
の
 原
 

 
 

ヤ
 湖
に
注
 

 
 

九
六
二
年
 

 
 

た
 。
建
築
 

 
 

諾
約
動
物
 

 
 

理
石
 祭
壇
 

 
 

べ
ぽ
ド
 
（
 の
 

 
 

う
に
な
っ
 

 
 

の
へ
ロ
デ
 

 
 

け
て
の
 二
 

 
 

出
さ
れ
、
 

 
 

は
 シ
リ
ア
 

 
 

ユ
ダ
ヤ
人
 

 
 

ン
人
、
ア
 

 
 

埋
葬
）
」
 
、
 

 
 

彼
の
子
 

 
 

事
で
あ
る
 

 
 

一
四
の
上
 

 
 

た
め
に
 祈
 

 
 

コ
ソ
 ペ
第
 



    

 
 

方
に
 壇
の
 

 
 

描
か
れ
、
 

 
 

幣
 、
文
字
 

 
 

ド
 時
代
、
 

 
 

れ
な
い
、
 

 
 

あ
る
が
、
 

 
 

ロ
ミ
 0
 コ
で
 

 
 

プ
 0
 床
は
 

 
 

一
年
、
 グ
 

 
 

タ
ン
テ
ィ
 

 
 

お
け
る
 教
 

 
 

わ
れ
た
よ
 

 
 

に
よ
る
 

 
 

づ
 0
 コ
 田
一
 

q
c
 宙
 奇
ジ
（
な
ど
が
あ
る
。
 

 
 

口
銀
貨
 

 
 

。
こ
れ
は
 

 
 

サ
レ
ム
 神
 

 
 

こ
し
た
 ュ
 

 
 

る
こ
と
を
 

 
 

埋
め
て
 隠
 

 
 

考
え
ら
れ
 

 
 

た
が
、
 ビ
 

 
 

岩
 坐
像
 と
  
 

ロ
ー
マ
 時
 

 
 

た
 。
第
四
 

 
 

「
オ
リ
 ュ
 

 
 

た
 故
に
」
 

 
 

を
つ
け
た
 

 
 

が
 港
に
面
 

 
 

の
神
殿
が
 

 
 

片
 が
見
 っ
 

 
 

世
紀
か
ら
 

 
 

た
 。
そ
の
 

 
 

は
 階
段
の
 

 
 

ま
の
寸
土
 

 
 

結
び
つ
け
 

 
 

の
 モ
ザ
イ
 

 
 

片
 が
一
杯
 

 
 

勾
 Ⅱ
の
Ⅹ
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

将
兵
の
た
 

 
 

コ
 Ⅰ
 a
u
 
 
が
 

 
 

ゴ
リ
 
Ⅰ
由
は
 

 
 

に
 建
っ
た
 

 
 

納
め
ら
れ
 

 
 

る
 。
ま
た
 

 
 

印
 の
あ
る
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キ
リ
ス
ト
 

 
 

立
し
、
今
 

 
 

に
な
っ
た
 

 
 

貴
重
な
歴
 

 
 

人
物
の
生
 

 
 

書
簡
は
 

 
 

ェ
ホ
チ
 タ
 

 
 

ル
 の
子
 タ
 

 
 

も
っ
て
く
 

 
 

せ
ら
れ
る
 

 
 

ス
 文
書
の
 

 
 

ホ
 ナ
タ
ン
 

 
 

を
す
ぐ
 安
 

 
 

ヘ
 プ
ラ
イ
 

 
 

ン
 ・
 ゲ
デ
 

 
 

ま
え
た
ち
 

 
 

そ
し
て
 兄
 

 
 

せ
 0
 （
 谷
へ
 

 
 

こ
と
が
 分
 

 
 

を
 叛
乱
軍
 

 
 

も
う
一
つ
 

 
 

ア
 ラ
 バ
ヤ
 

 
 

を
 送
っ
 

 
 

タ
ン
と
マ
 

    
  

  

( Ⅰ 00) 100 



 
 

ゥ
 前
の
夫
 

 
 

じ
れ
た
。
 

 
 

際
 、
彼
女
 

 
 

の
 記
録
 か
 

 
 

た
こ
と
が
 

 
 

供
託
金
を
 

 
 

産
か
ら
 支
 

 
 

の
 縁
談
が
 

 
 

は
ェ
ン
 ・
 

 
 

も
の
と
 定
 

 
 

イ
ヱ
フ
ダ
 

 
 

う
る
。
 同
 

 
 

メ
ヤ
シ
 の
 

 
 

0
 ①
 デ
ナ
 

 
 

あ
る
こ
と
 

 
 

関
係
が
ひ
 

 
 

パ
バ
タ
 の
 

 
 

コ
セ
バ
 の
 

 
 

 
 

が
れ
る
運
命
を
 

ヤ
ン
 の
子
 

 
 

 
 

 
 

・
か
ら
 

年
 ま
だ
 
六
 0
 
ェ
ン
 
ツ
音
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の促 そ波長と力の ト と人一玉レシ ラ 地か 

創 めチか を 

一下 あ 部堅 い 

  
p
 
ま
 ・
 、
ト
セ
 
Ⅰ
 い
 由
な
ど
が
斗
の
る
。
 

 
 

 
 

を
 
一
括
 
騰
 

 
 

し
て
挙
げ
る
。
 

 
 
 
 
 
 

 
 

の
の
 
円
笘
 
Ⅰ
・
 

 
 

九
五
三
年
 

 
 

九
六
一
、
 

 
 

タ
レ
 ゑ
一
 

 
 

手
甲
 ま
 0
 「
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
 
ヨ
印
ト
、
 

 
 

苗
 0 の
 曲
 Ⅱ
の
の
 
"
 

 
 

り
 0
 「
 す
い
コ
 
・
 

 
 

旨
 ヨ
三
 ヨ
，
 

 
 

ぺ
円
 
㏄
 
ゴ
隼
 
0
 曲
 

 
 

ヨ
の
圧
グ
 

 
 

・
 ，
や
 セ
 ロ
 の
（
 

な
ど
で
あ
る
。
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のゆ 
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洞 
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時 代 

  

O 旧石器時代 
  

中石器時代 
  

O 0 新石器時代 
  

0@ 0 0 金石器時代 

  

O 初期青銅器時代 
  

O 0@ 0 O 中期青銅器時代 

  

O 0@ 0 O 後期青銅器時代 
  

0@ 0 0@ 0 鉄 器 時 代 
  

0@ 0 O ベルシア時代 

    
O 0 0 0 ヘレニズム時代 

  

O O 0 0 0 百一 マ 時代 
  

0@ 0 O 0@ 0 
ピザンテン時代 
以降 
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「 
      

  
  

  
    

ノン ノン 

」 サ 

洞   

窟     
  跡   

  

代 
  

旧石器時代 
  

中石器時代 
  

新石器時代 
  

O O 0@ 0 O 金石器時代 
  

O 初期青銅器時代 
  

O 中期青銅器時代 
  

後期青銅器時代 
  

O O 0 鉄 器 時 代 
  

O 0@ 0 ペルシア時代 

  

O 0@ 0 ヘレニズム時代 

  

0 0 0   0 0 0 0 0 O 0  0  口一％時代 
  

0 0 0 0 0 0 0 O  ビザンチン時代 以降       
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月 戸叶 

恐怖 

の 
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ぎ 河 
洞   いか （ 鯨 跡 
窟 

        べ曲ョ 

の 

田 『 

の ， 

港   

町       

0@ 0 旧石器時代 
  

O 中石器時代 

    
O 0@ 0 O 新石器時代 

  

O O 0@ 0 O 金石器時代     

O O 初期青銅器時代 
  

O O O O 中期青銅器時代 
  

O O O 後期青銅器時代     

O O O 鉄 器 時 代 
  

O 0@ 0 ペルシア時代 
  

O O ヘレニズム時代 
  

O O O ローマ時代 
  

O O   
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  O 新石器時代   
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金石器時代         

な 
ど 

初期青銅器時代       

第一   
次 

O O 中期青銅器時代 
I  ,  _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______  _______ 

戦 
以   O 後期青銅器時代・ 
' 。 一 "" 一 " 一 "" 一 """ " 一一 "" 一 
    
発 O O 鉄器時代     

@B' ______-_ 一 ----- 一一一一 -- 

  

れ O O ペルシア時代 
    

跡 O O 
  

O O ヘレニズム時代 
の 
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掘 
成 

O ローマ時代 
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五
章
 
鎌
 

食
時
代
に
お
け
る
戒
律
か
ら
な
る
。
 

 
 

れ
っ
 

 
 

に
し
、
 日
 

 
 

へ
の
 関
 、
心
 

 
 

特
 に
よ
っ
 

 
 

制
 に
た
い
 

 
 

お
い
た
 僧
 

居
合
と
背
反
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
一
般
に
は
敬
遠
さ
れ
、
 そ
の
受
持
 

 
 

証
し
て
い
 

る
 。
 

 
 

真
 を
め
 

 
 

貢
 が
東
大
 

 
 

対
抗
し
て
 

 
 

な
づ
 く
。
 

 
 

分
 律
宗
を
 

 
 

っ
 た
こ
と
 

 
 

の
 伝
統
の
 

 
 

て
は
、
 四
 

 
 

み
、
戒
壇
 

 
 

な
 鑑
真
の
 

 
 

ね
 ち
、
 法
 

 
 

別
 な
く
、
 

 
 

れ
は
、
 開
 

  

書 評 

本 
重目 

  
章 

鑑 

真渡 

  
来 
以 

田 

戒 

律、 村 

第一     芳 
章 作成 い 部まで展とて 残忍 形 

鑑 
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害， 
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お本 
け仏 
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律 
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究 
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台
智
顎
が
 

 
 

る
と
み
な
 

 
 

い
た
っ
 

 
 

る
と
き
、
 

 
 

で
あ
り
、
 

 
 

に
よ
っ
 

 
 

的
な
方
向
 

 
 

論
 を
す
す
 

め
る
。
 

一
 一
 

 
 

り
、
ま
 

 
 

を
と
り
あ
 

 
 

に
あ
る
 

 
 

解
さ
れ
、
 

 
 

な
さ
れ
て
 

 
 

明
し
た
も
 

の
で
あ
る
と
論
じ
、
い
っ
ぽ
 
う
 、
「
浄
戒
」
と
い
う
言
葉
は
 
、
 鑑
真
将
来
 

 
 

て
 、
比
丘
 

 
 

し
た
も
の
 

 
 

て
も
、
 
こ
 

 
 

け
る
大
乗
 

 
 

容
 を
も
っ
 

か
を
、
最
澄
の
諸
善
 
に
 つ
い
て
検
討
を
く
わ
え
て
い
る
。
 

 
 

「
仏
子
  

 

れ
た
の
 

 
 

こ
か
ら
、
 

 
 

あ
き
ら
か
 

 
 

梵
網
成
 る
 

 
 

ぐ
も
の
で
 

 
 

れ
る
と
こ
 

 
 

生
じ
て
き
 

 
 

法
華
開
会
 

 
 

す
る
も
の
 

 
 

受
 」
で
あ
 

 
 

、
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最
澄
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関
す
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重
要
性
を
 

 
 

仏
戒
」
、
 

 
 

五
加
け
に
 

与
仁
 

 
 

色
 を
あ
き
 

ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
 

 
 

て
見
 ，
り
 

 
 

講
師
の
 円
 

 
 

げ
て
ぃ
 

 
 

」
以
後
、
精
 

 
 
 
 

 
 

め
珊
 
」
、
「
大
目
 

 
 

条
式
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戒
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と
す
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がに 戒 
さ あ 関 Ⅱ 
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                                                                                      こ成 る律 

 
 

い
え
よ
 

つ
 。
 

 
 

度
ふ
り
 

 
 

、
聖
徳
太
 

 
 

説
 に
検
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子
 や
道
 溶
 

 
 

基
 に
お
う
 

と
こ
ろ
大
で
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っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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め
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。
 

 
 

て
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説
き
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か
ら
終
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も
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物
で
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れ
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た
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い
る
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「
法
華
正
体
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誌
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本
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史
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受
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い
 

て
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げ
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い
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。
 

 
 

」
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言
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れ
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が
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あ
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る
が
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。
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仏
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と
 づ
け
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。
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け
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達
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と
こ
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は
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な
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も
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よ
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戒
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待
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。
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仏
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報
一
 、
九
学
会
連
合
当
番
の
件
 

立
正
大
学
助
教
授
（
 

一
 、学
術
会
議
選
挙
管
理
委
員
会
臨
時
委
員
の
件
 

 
 

嘱
し
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と
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平
井
俊
米
川
崎
市
生
田
町
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人
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駒
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大
学
助
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師
 

一
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宗
教
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の
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介
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合
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四
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追
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。
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れ
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。
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催
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Ⅰ
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。
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A 

erased 

Sohori-no kami 
-A Doubt about Compilation of KOJIKI- 

Nagao NISHIDA 

doubt, if Kojiki was a pseudoepigraphic work, is even 'now not completely 

away. 

For instance, the date of completion of so-called Jin-shin-ki must have been 

later than the 6 th year of Wado (713 A.D.) as terminus a quo, when Tsugino- 

muraji-&miss ,documents, etc., a !itera1 source for Jin-shin-ki appeared. But 

the preface text of Kojiki, which might be described basing on this Jinshin-ki, 

has a date, the 5 th year of Wado, one year earlier than the latter's. This fact 

is enigmatic. 

Again, taking from the proper text of Kojiki, many of gods found in the 

atoshino-kami's theogony were the patron deities of H a t a  clan, who are naturali- 

zed in Japan and dwelled in two prefectures, Yamashiro and Omi. And Sohorino- 

kami especially among them was a patron deity of the capital, soul in Korean. 

Moreover, this capital (soul) cannot but mean Heian-kyo (Kyoto) from the con- 

text. 

The author suspect from this point of view that Kojiki may had been descri- 

bed later than the 13 th year of Enryaku (794 A.D.), the year of the transfer of 

the capital to Heian-kyo. 

Die Personliche Existenz 
und Kommunikation 

ShGei TANABE 

Ein wichtiges Thema der gegenwartigen Philosophie ist das menschliche 

Dasein oder die wirkliche Subjektivittit des Menschen. Mit Feuerbach sind wir 

schon auch mitten in der anthropologischen Auflehnung gegen Hegel. Feuerbach 

rneint ntimlich den Menschen mit dem Menschen als Gattung, die Verbindung von 

Ich und Du. Gegeniiber Feuerbach hat Kierkegaard im 19. Jahrhundert als 
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ein Einzelner das Leben des Gemeinen mit ihrem Glauben konfrontiert. Bei 

Kierkegaard ist Exitenz der ubergang von der Mtiglichkeit iin Geist zur Wirk- 

lichkeit in der Ganzheit der Person. Er erkennt, da13 der wirkliche Mensch 

nicht als isoliertes Wesen, sondern nur als Einzelner vor Gott steht. 

Nun miissen wir die Kommunikation bei K. Jaspers als das Problem der person- 

lichen Existenz nachforschen. Das Problem der Kommunikation durchherrscht 

die Philosophie von K. Jaspers. Er stellt dieses Problem in den Mittelpunkt 

seiner Existenzphilosophie. Es ist die Formulierung einer inneren Erfahrung. 

Aber seine Kommunikation bedeutet nicht das BewuBtsein der religiosen Existenz, 

sondern das der philosophischen Existenz. Er nennt sie als der philosophische 

Glaube. Kommunikation liegt auch zwischen dem Ichsein und Mit-dem-Anderen- 

Sein. Als Liebe ist diese Kommunikation auch die ksmpfende Liebe um die 

eigene und andere Existenz Im KBmpf der Kommunikation ist eine unvergleich- 

liche Solidaritfit. Zu solchem Gedanken der Existenz entwickelten sich Binswangers 

Daseinsanalyse und Frankls Existenzanalyse aus der Psychoanalyse. 

Daseinsanalyse ist niiher zu Heideggers Daseinsanalytik und Existenzanalyse is t  

insbesondere verwandter zur Kommunikation der mtiglichen Existenz bei Jaspers. 

Darum studierten wir zugleich diese Inhalte als persZInliche Existenz in der  

Psychiatrie. 

Tz'ii-8n Ta-shih's View of 
the Vimalakirti-nirdesa 

Hbkei HASHIMOTO 

The Vimalakirti-nirdeia,  a unique one in the earlier Mahayana sutras, was 

studied and apprehended through the Pure Land and the Mgdhyamika doctrines, 

for in this sutra there is the following sentence: "The mind is pure? so the land 

is pure." In China, Korea and Japan the Yuimakitsu-shosetsu-gya ,?&@igfi%@ (3 

Vols., translated by Kumsrajiva in the 4 th  century) was studied and propagated 

by every sect of Sanron, Tendai, Kegon, Zen, etc. About the middle of the 7 th  

century Hsiian-zhurIng xs in the T'ang Dynasty introduced the new. Sanskrit 

recension from India, and translated i t  with the name of Setsu-muku-shG-gya 

%@@ ( 6 Vols. ) 



Tz'fi-6n Ta-shih K'uei-chi ,&@,,k@@#Z (632-683), the founder of the Fa- 

hsiang %@ Sect participated in Hsiian-zhugng's work of translation, and wrote the . 

Setsu-muku-shb-gyb-sho j$$&g$$$ZiEj$ ( 6 Vols.), a commentary which is four times 

as  large as  the Sutra, and tried to clear up the characteristic of the newly trans- 

lated Yuima-gya. The Gendan 2% a t  the head of the Ky5-sho %% is the most 

important part, because i t  explains the fundamental principle of the Yuima-gy0. 

According to this principle, he divided the Sutra into fourteen hundred and fifteen 

phrases, and reexamined the meaning of words a t  every phrase with the intentio'n 

of  finding the true meaning of the Sutra. He criticized and corrected the old ' 

one translated by Kumarajiva two hundred and seventy-eight times. Moreover he 

quoted from many sutras and discourses over three hundred and ninty times, and 

loaded pages of his book with references. 

The main point of his book is to promote the idea of realization of phenomena 

( d r i - g i  a@&$$), the way of Hu-fa sE against the idea of negation of phenomena 

(Kiiri-gi BZ$$$), the way of Ch'ing-pien B e .  This can be said to have proved 

that the dri-(Enji tsu H z ) - g i  is similar to the idea of Pure Land Buddhism. 




