
 
 

 
 

介
 さ
れ
た
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

い
 。
し
た
が
っ
て
 、
弥
 

 
 

 
 

会
の
上
部
構
造
を
察
知
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

。
同
様
の
例
は
 、
愛
 

 
 

 
 

れ
ら
は
、
呪
術
に
使
用
 

 
 

 
 

代
表
す
る
銅
鐸
に
っ
 ぃ
 

 
 

 
 

定
 さ
れ
て
い
る
。
 特
 

 
 

 
 

呪
術
宗
教
の
発
展
段
階
 

 
 

 
 

用
 習
俗
が
廃
絶
し
た
と
す
 

 
 

る
 。
 

 
 

て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
、
ト
骨
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
 

長
野
県
生
 仁
 出
土
の
例
を
除
 

 
 

 
 

す
で
に
伝
え
ら
れ
、
永
い
期
 

恕
 

今
関
 

弥
生
時
代
の
宗
教
 

  (2 Ⅰ 13) 



 
 

 
 

来
し
た
際
、
同
時
に
 、
 

 
 

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
魏
志
倭
人
伝
に
 

 
 

俺
 の
あ
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

し
て
い
る
こ
と
も
注
目
を
ひ
く
。
銅
鐸
 

 
 

し
ば
し
ば
登
場
す
る
の
は
鹿
で
あ
る
。
 弥
 

 
 

多
く
、
弥
生
人
に
と
っ
て
 、
 猪
が
よ
り
身
近
 

 
 

る
こ
と
は
、
当
時
、
鹿
が
霊
獣
視
さ
れ
て
 

 
 

生
時
代
に
発
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

要
な
 ヒ
ン
ト
を
与
え
る
。
山
口
県
 梶
栗
浜
 

 
 

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
遺
骸
を
納
め
た
 石
 

 
 

し
て
、
大
小
一
組
の
毒
が
据
え
お
か
れ
て
い
 

 
 

。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
土
器
が
、
す
べ
て
の
 

 
 

死
霊
を
海
の
彼
方
の
常
世
の
国
に
誘
い
、
 

 
 

像
 を
か
き
た
て
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

ら
れ
る
個
々
の
貸
料
を
と
り
あ
げ
て
 見
 

 
 

」
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
 

よ
う
な
仮
説
的
前
提
を
呈
示
し
て
お
ぎ
た
い
。
 

 
 

活
や
経
済
生
活
に
大
き
な
変
動
を
ひ
き
お
 遺

跡
は
、
海
岸
近
く
の
砂
丘
に
位
置
 

棺
を
埋
め
、
そ
の
直
上
の
地
表
に
 、
 

る
が
、
こ
れ
ら
は
、
死
霊
を
鎮
め
る
 

墓
を
通
じ
て
、
集
落
と
反
対
側
の
 、
 

時
 み
ち
て
、
祖
霊
と
し
て
子
孫
に
加
 

て
も
、
な
お
、
弥
生
時
代
の
精
神
生
 

作
業
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
次
の
 

こ
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
精
神
生
活
 

も
、
 事
を
な
す
と
き
は
、
散
骨
 を
 灼
 

や
土
器
な
ど
、
弥
生
時
代
の
工
芸
品
 

生
 遺
跡
の
発
掘
を
通
じ
て
出
土
す
る
 

な
 動
物
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
に
 

い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
鹿
に
 

(2 Ⅰ 44)   



弥生時代の宗教  
 

 
 

式
や
価
値
判
断
の
基
準
 

 
 

 
 

段
階
・
弥
生
人
が
自
然
 

 
 

 
 

の
う
ち
に
階
層
化
が
芽
 

 
 

応
じ
て
、
そ
の
精
神
生
活
の
指
導
原
理
は
ゆ
 れ
 動
き
、
 一
方
、
地
方
的
に
も
、
 

 
 

い
を
生
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
 

 
 

 
 

の
も
っ
と
も
代
表
的
 

 
 

 
 

い
わ
い
に
し
て
、
一
九
 

 
 

 
 

な
 遺
物
が
出
土
し
た
の
 

で
、
以
下
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
述
べ
て
見
た
い
。
 

 
 

 
 

ら
 古
墳
時
代
に
か
 

 
 

 
 

に
つ
い
て
、
工
事
の
事
 

 
 

 
 

な
り
、
予
想
さ
れ
る
 遺
 

 
 

 
 

集
落
の
変
遷
に
つ
い
 

 
 

 
 

代
 中
期
の
な
か
で
も
、
 

 
 

 
 

外
側
に
掘
ら
れ
る
と
 ぃ
 

 
 

 
 

。
ま
た
、
集
落
に
接
し
 

 
 

 
 

つ
く
ら
れ
る
よ
 う
 に
 た
 

 
 

 
 

木
製
品
が
 、
よ
 く
保
存
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さ
れ
て
い
た
。
 

 
 

 
 

る
 。
そ
れ
ら
の
三
例
 

 
 

 
 

上
 し
て
い
る
。
こ
れ
ら
 

 
 

 
 

さ
二
 0
 梅
内
外
で
、
 
丸
 

 
 

各
様
式
を
通
じ
て
セ
ッ
ト
を
な
し
て
い
る
。
最
大
の
 、
 も
っ
と
も
写
実
的
に
つ
 

 
 

 
 

れ
る
溝
が
穿
た
れ
て
 ぃ
 

 
 

 
 

や
 つ
く
り
の
上
で
差
が
 

 
 

 
 

、
 肝
に
装
着
し
使
用
し
 

 
 

 
 

た
こ
と
、
ま
た
、
粗
造
 

 
 

 
 

と
を
示
し
て
い
る
。
 
さ
 

 
 

 
 

が
 葬
送
の
具
と
し
て
用
 

 
 

 
 

げ
る
発
見
が
端
緒
と
な
 

 
 

 
 

側
 は
ま
だ
知
ら
れ
て
い
 

 
 

 
 

と
も
か
く
、
 鳥
 形
木
製
 

 
 

 
 

と
を
任
意
し
た
 い
 。
 

 
 

 
 

に
 木
偶
が
あ
る
。
 
滋
 

 
 

 
 

上
 で
人
形
は
出
土
し
て
 

 
 

 
 

分
 可
能
性
が
あ
る
。
 
将
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来
、
共
存
例
の
知
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
 

 
 

 
 

つ
 と
も
重
要
視
さ
れ
 

 
 

 
 

調
査
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
 

 
 

 
 

 
 

ス
 サ
ル
テ
イ
、
ま
た
は
 

 
 

 
 

、
秋
葉
陰
風
 は
 ・
そ
の
 

 
 

 
 

域
 に
居
住
す
る
 ゴ
ル
ド
 

 
 

 
 

て
ら
れ
る
祖
霊
像
が
 、
 

 
 

 
 

現
と
 軌
を
一
に
し
て
 ぃ
 

 
 

 
 

究
 に
よ
っ
て
も
窺
う
こ
 
 
 

 
 

目
 に
価
す
る
。
 

 
 

 
 

な
い
 0
 催
告
 城
 氏
の
 

 
 

 
 

刻
ん
で
い
る
貴
重
な
例
 

で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

れ
る
、
次
の
一
節
で
 

%
 
あ
る
。
 

 
 

 
 

、
兵
士
 蘇
 登
之
 義
 、
有
 似
浮
 

蝸
屠
 、
 両
 所
行
善
悪
有
興
 

弥
  

 

 
 

ほ
 つ
い
て
は
、
古
く
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木
 崇
拝
に
結
び
つ
け
 

 
 

 
 

存
 の
 鳥
 杵
の
呼
称
、
 

 
 

 
 

と
し
て
、
下
の
テ
ィ
 

 
 

 
 

考
え
た
。
一
方
、
村
 

 
 

を
 表
わ
す
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

る
 、
折
衷
 説
 を
と
り
 

 
 

 
 

鳥
 杵
の
名
称
の
下
半
 

 
 

 
 

え
る
。
同
じ
考
え
 

 
 

 
 

の
な
ど
の
如
き
子
音
 

 
 

 
 

中
村
 完
 氏
の
示
教
に
 

 
 

 
 

か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

什
の
音
訳
だ
と
考
え
 

 
 

 
 

伝
え
る
馬
韓
の
地
で
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

清
高
道
大
田
地
方
で
 

 
 

 
 

っ
た
 二
羽
ず
つ
が
 相
 

 
 

 
 

状
の
飾
り
を
つ
げ
 て
 

 
 

説
か
れ
て
い
る
よ
 う
 に
、
樹
上
の
鳥
は
 、
 

い 射 出 もま う ょ が は が た 山 は ス て か 
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弥生時代の宗教  
 

守
護
 竿
 ）
そ
の
も
の
で
あ
る
。
」
 

 
 

 
 

よ
 り
古
く
た
ど
り
 ぅ
 

る
こ
と
を
知
る
わ
け
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

と
 関
連
を
持
ち
、
 農
 

 
 

 
 

%
 木
製
品
に
つ
い
て
い
 

 
 

 
 

て
た
高
い
 柱
 上
に
 、
木
 

 
 

 
 

、
対
境
の
門
の
梁
上
に
 

 
 

 
 

る
 例
な
ど
が
報
告
さ
れ
 

 
 

 
 

島
形
の
人
物
や
、
呉
越
 
 
 

 
 

こ
の
 ょ
う
 な
鳥
雲
信
仰
 

 
 

 
 

に
お
け
る
 蘇
塗
 を
も
っ
 

 
 

た
と
判
断
し
て
 よ
 い
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

が
 、
飛
翔
中
の
姿
を
 

 
 

 
 

を
つ
け
る
腹
側
の
溝
の
 

 
 

 
 

表
 わ
し
た
も
の
で
は
な
 

 
 

 
 

起
さ
れ
る
の
は
、
ウ
 ソ
 

 
 

 
 

ソ
の
 祭
儀
の
執
行
に
際
 

 
 

 
 

っ
て
、
つ
げ
ら
れ
る
 鳥
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さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
 

 
 

 
 

飾
 耳
の
位
置
の
高
低
 

 
 

 
 

品
が
、
 高
く
遠
く
天
空
 

 
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

ス
ヵ
 盆
地
で
採
集
 図
 

 
 

 
 

り
に
群
衆
が
踊
り
舞
 う
 

 
 

 
 

出
土
の
土
器
の
刻
直
に
 

 
 

 
 

装
の
部
族
シ
ャ
マ
ン
が
 

 
 

 
 

の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

遺
跡
で
も
数
例
知
ら
 

 
 

 
 

る
め
 だ
 る
ぅ
か
 。
こ
こ
 

 
 

 
 

を
 占
 い
 問
 い
 、
 さ
ず
げ
 

 
 

 
 

片
巫
が
 志
士
々
 鳥
 と
注
 

 
 

 
 

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
 

 
 

 
 

、
「
摂
津
国
貞
巫
鳥
を
頁
 

 
 

 
 

が
 神
武
天
皇
の
命
を
 ぅ
 

 
 

 
 

持
 理
麻
 斯
 登
々
邪
行
 佐
 

 
 

 
 

よ
 う
 に
黒
く
 、
 大
き
な
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弥生時代の宗教  
 

 
 

禽
 で
あ
ろ
う
と
想
像
 さ
 

 
 

 
 

周
囲
に
刺
青
を
施
し
、
 

 
 

 
 

か
く
、
古
語
拾
遺
や
記
 

 
 

 
 

池
上
の
木
の
鳥
も
 、
こ
 

 
 

 
 

も
ち
、
こ
う
し
た
巫
鳥
 

の
姿
が
想
 い
浮
ぶ
 。
 

 
 

 
 

げ
る
精
神
生
活
の
上
 

 
 

た
 祭
儀
は
、
そ
の
後
も
永
く
続
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
 奈
良
県
石
見
遺
跡
は
 、
 

 
 

 
 

間
か
ら
特
権
的
司
祭
が
 
 
 

 
 

に
 、
祭
場
も
ま
た
、
 
特
 

 
 

 
 

で
は
、
む
し
ろ
、
 
死
帝
 一
皿
 

 
 

 
 

し
て
は
 衆
 鳥
が
葬
送
し
 

 
 

 
 

ぅ
 し
た
背
景
か
ら
理
解
 

 
 

 
 

な
い
。
し
か
し
、
 
欽
明
 

 
 

 
 

皇
 二
八
年
の
条
に
 、
一
 

 
 

可
能
性
を
示
す
と
見
て
よ
い
。
 

 
 

 
 

者
と
し
て
、
さ
ら
に
 

 
 

 
 

気
 余
興
 比
売
 の
そ
り
と
 
  (221) 



 
 

 
 

装
の
 シ
ャ
マ
ン
が
参
列
 
0
 

 
 

 
 

ぃ
は
 鳥
の
所
作
を
表
わ
 

 
 
 
 
 
 

 
 

景
か
ら
理
解
さ
れ
て
よ
い
。
 

 
 
 
 

 
 

 
 

変
り
の
段
階
で
考
 ，
え
 

 
 

 
 

的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
 

で
は
な
い
が
 る
ぅ
か
 。
 



 
 

 
 

歩
獅
今
 

し
て
し
て
、
そ
れ
か
ら
暫
く
 

考
え
る
と
、
も
う
あ
れ
だ
け
 

 
 

 
 

。
そ
の
時
に
、
あ
る
学
生
、
 

 
 

あ
し
た
 

 
 

ま
 

 
 

っ
た
 
。
明
日
か
ら
勉
強
だ
」
と
舌
ロ
 

う
 ん
で
す
ね
。
 

的の確てす な 効か " 。 あ り で " 私 
抗 力 五 そ ち ま ち が 
議 を 月 の   

で る 日 か 六 は 世 と   

最 な で 層 っ 期 日 象 

後っ強 の て 付し、 激ての 状 米 宏典 ・に 
デ い 採 く こ 況 快 味 
モ た 決 な と に 条 を 
め か し っ に 染 約 持   

あ い そ で も や 訂 し 

り ま の あ の す の た 
ま す 後 9 支 い 間 の     
は っ 議 条 の す 騒 ど 
多 ま 決 約 一 か 然 東   ま て 学 
集 う 、 の 国 も い 部   

な ス 九 あ で モ あ ま 

柳 

ど ト 通 い 、   

ど 。 十 の 中 な が が 

１ 1@ １ 

多 ン 二 時 で ん   昭 
く を 時 で 死 か そ 和 
の し に ご ん す の 三 
人 て な ざ だ る と 五 

啓 

間 が、 もりいこ ままと よき ぅ 世一 （     
の 六 

" O   
ま
 
つ 

り
 
の 

感
覚
 



 
 

 
 

ぅ
 空
虚
な
感
じ
の
 

き
に
、
か
れ
は
ず
ば
り
と
い
っ
た
の
で
す
。
 

 
 

 
 

の
も
、
こ
れ
も
お
 

 
 

 
 

に
 思
い
ま
す
。
そ
 う
 

 
 

 
 

イ
 」
と
お
御
輿
の
 り
 

 
 

 
 

の
ま
つ
り
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

と
つ
の
 、
 私
に
と
り
 

 
 

 
 

よ
う
と
い
う
、
非
常
 

 
 

 
 

ぅ
 も
の
が
解
る
の
で
 

 
 

し
た
。
 

 
 

 
 

に
も
、
途
中
で
、
 

 
 

 
 

い
ろ
ん
な
人
に
よ
っ
 

（
Ⅰ
 

上
 
）
 

 
 

 
 

一
つ
の
解
放
さ
れ
た
 

 
 

 
 

大
き
な
違
い
は
、
 
こ
 

 
 

 
 

い
 う
 の
は
、
こ
 う
い
 

 
 

 
 

よ
う
な
感
じ
が
す
る
 

 
 

ら
わ
に
は
い
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

 
 

 
 

当
事
者
自
体
が
 、
     の う れ 空 て こ は は ま そ ズ し ま と 
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まつりの感覚 

（
 
2
 
）
 

 
 

  

人
々
の
意
識
と
い
う
 

  

り
ま
す
。
 

 
 

 
 

  

る
 
順
路
に
つ
い
て
ま
 

  

 
 

、
こ
と
に
町
の
人
に
と
 

 
 

 
 

も
 
、
警
察
の
ほ
う
で
な
 

  

 
 

の
か
と
い
う
、
し
ば
し
 

 
 

  

 
 

  

 
 

し
て
、
こ
こ
に
も
、
 

我
 

  

化
が
あ
っ
た
よ
 

う
 に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

 
 

  

れ
て
い
る
方
向
で
あ
 

  

 
 

は
、
 
私
も
そ
れ
に
従
っ
 

  

 
 

い
 
う
ふ
う
 

な
働
き
を
 

及
 

  

 
 

で
 
申
し
ま
す
機
能
主
義
 

  

 
 

が
 一
体
如
何
な
る
も
の
 

  

 
 

れ
は
も
っ
と
直
接
的
に
 

 
 

  

う
 
な
役
割
を
果
し
て
い
 

  

 
 

役
割
と
い
う
こ
と
で
、
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る
か
と
い
う
、
そ
う
し
た
調
査
と
い
う
 

を
 組
み
入
れ
ま
す
と
・
や
や
も
の
足
り
 

分
り
ま
せ
ん
，
ま
つ
り
を
精
神
的
 統
 ム
ロ
 

0
 社
 ム
本
的
統
ム
ロ
 

と
い
う
も
の
は
成
り
 丈
 

と
こ
ろ
が
、
祭
り
と
い
う
も
の
を
、
 

祭
 と
い
う
意
味
で
す
と
少
し
広
す
ぎ
る
 

い
 う
敵
ゑ
宇
 巴
の
訳
語
と
し
て
使
 う
こ
 

ま
す
が
同
時
に
、
そ
れ
は
人
々
の
 楽
し
 

な
も
の
が
一
つ
の
哀
調
を
な
し
て
い
る
 

礼
 
（
あ
る
い
は
お
ま
つ
り
と
い
う
ふ
 
ぅ
 

と
し
ま
す
と
、
こ
 
う
 い
っ
た
ま
つ
り
の
 

こ
で
ま
つ
り
の
研
究
に
対
し
ま
し
て
ま
 

ぅ
 方
向
が
出
て
き
た
わ
げ
で
あ
り
ま
す
 

私
も
こ
れ
を
試
み
た
こ
と
も
あ
り
さ
 

ふ
う
 な
筋
書
 き
 、
あ
る
い
は
シ
ナ
リ
オ
 

す
か
。
ど
こ
に
特
徴
が
あ
る
か
と
い
う
 

（
 
4
 ）
 

（
 
5
 ）
 

｜
チ
 と
か
、
タ
ー
ナ
 一
 と
か
、
あ
る
い
 

で
 私
の
目
に
触
れ
た
も
の
だ
け
で
も
、
 

 
 

な
 統
合
と
い
う
こ
と
だ
げ
に
、
ま
つ
り
 

 
 

さ
と
い
う
ふ
 う
 な
も
の
が
何
か
が
 よ
 く
 

 
 

る
い
は
信
仰
に
よ
っ
て
も
、
何
で
も
一
つ
 

っ
わ
 げ
で
あ
り
ま
す
。
 

 
 

つ
り
と
言
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、
日
本
の
 

 
 

を
 「
祝
祭
」
と
い
う
語
を
作
っ
て
英
語
で
 

 
 

動
員
し
て
、
し
か
し
な
が
ら
儀
式
も
あ
り
 

 
 

い
と
か
、
あ
る
い
は
喜
び
と
か
い
 
う
ふ
ぅ
 

 
 

し
た
、
ま
つ
り
と
い
う
ふ
う
に
呼
ぶ
 
儀
 

 
 

り
 一
層
出
て
く
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
）
 

 
 

す
る
と
、
こ
つ
り
の
構
造
と
い
う
こ
と
を
見
よ
う
と
い
 

向
 が
あ
る
か
と
い
う
、
そ
 
う
 

（
 
3
 ）
 

 
 

し
て
見
る
と
し
ま
す
と
、
一
体
ど
う
い
う
 

 
 

ま
で
ま
つ
り
の
ま
つ
り
ら
し
さ
と
言
い
ま
 

 
 

結
果
は
 、
 既
に
、
外
国
で
申
し
ま
す
と
 
り
 

 
 

今
年
に
な
っ
て
出
ま
し
た
業
績
の
う
ち
 

 
 

祭
り
の
構
造
 口
 （
 
N
H
K
 ブ
ッ
ク
 ス
 ）
 と
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まつりの感覚  
 

 
 

串
 
か
れ
た
も
 か
 
り
）
、
あ
る
 

 
 

 
 

い
て
い
る
 い
 ろ
仮
説
が
 

出
さ
れ
て
ぎ
て
お
り
ま
す
。
 

 
 

 
 

に
 非
常
に
極
端
な
二
 

 
 

 
 

ろ
が
、
も
う
一
つ
そ
れ
 

 
 

 
 

Ⅰ
 
リ
ラ
ふ
う
 に
舌
ロ
Ⅱ
い
ま
す
 

 
 

 
 

礼
儀
正
し
さ
と
か
、
 
形
 

 
 

 
 

は
ず
し
た
点
と
か
い
 う
 

 
 

 
 

も
あ
る
い
は
、
ま
つ
り
 
 
 

 
 

か
 。
あ
る
い
は
東
と
 西
 

 
 

 
 

し
て
き
て
い
る
と
い
う
 

 
 

 
 

か
が
あ
っ
て
、
そ
れ
か
 

 
 

 
 

く
る
の
で
は
な
い
か
と
 

 
 

 
 

、
し
か
も
存
在
す
る
と
 

 
 

 
 

に
は
非
常
に
く
だ
 
け
て
 

 
 

 
 

の
 研
究
は
、
こ
れ
に
あ
 

 
 

 
 

大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
 

い
る
よ
 う
 に
見
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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思
 い
ま
す
ん
で
す
 け
 

 
 

 
 

別
 の
こ
と
も
言
わ
な
く
 

 
 

 
 

か
ら
の
見
方
、
と
い
う
 

 
 

 
 

ふ
う
 な
も
の
と
や
や
 異
 

 
 

 
 

ま
す
。
 

 
 

 
 

ま
し
て
、
 

（
 
6
 ）
 

 
 

的
 エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
似
た
境
地
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
」
 

 
 

 
 

力
 を
持
っ
て
ぎ
ま
し
 

 
 

 
 

で
も
非
常
に
は
や
っ
て
 

 
 

 
 

に
到
 -
 
る
 道
な
ら
ば
、
 そ
 

 
 

 
 

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 

 
 

 
 

こ
れ
を
秩
序
と
か
、
 あ
 

 
 

 
 

序
 、
そ
れ
を
 
反
 構
造
 

（
 
7
 ）
 

 
 

 
 

う
 い
 う
ふ
う
 な
世
界
 

 
 

 
 

な
ぜ
そ
れ
が
 ェ
 ク
ス
タ
 

 
 

 
 

と
い
う
よ
う
な
こ
と
 

 
 

 
 

き
た
か
、
あ
る
い
は
ど
 

 
 

 
 

り
ま
す
。
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まつりの感覚 

 
 

 
 

の
中
で
、
普
段
の
い
 

 
 

 
 

会
 と
い
う
の
が
そ
れ
で
 

 
 

 
 

ま
つ
り
の
中
で
男
が
女
 

 
 

 
 

は
 、
こ
れ
は
構
造
と
し
 

 
 

中
心
と
い
う
ふ
 う
 な
も
の
に
迫
る
の
に
は
、
そ
れ
は
、
 今
日
の
題
は
そ
の
意
味
 

 
 

 
 

受
け
る
、
そ
ん
な
状
態
 

 
 

 
 

う
 い
 う
ふ
う
 に
扱
 う
こ
 

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 

 
 

 
 

の
が
出
ま
し
た
。
 こ
 
 
 

 
 

・
ラ
ー
メ
ン
と
か
、
 こ
 

 
 

 
 

比
較
的
短
 い
 も
の
が
あ
 

 
 

 
 

が
 

 
 

 
 

か
り
で
、
友
達
と
 鎌
 

 
 

 
 

今
だ
に
私
の
頭
の
中
 

 
 

 
 

に
 行
っ
て
の
そ
り
 い
 

 
 

 
 

か
ら
今
度
は
非
常
に
 

 
 

 
 

い
た
と
い
う
こ
と
 

 
 

 
 

・
も
っ
と
理
解
で
き
 
17  (229) 



れ
ば
、
日
本
人
の
も
の
の
考
え
方
と
い
う
ふ
 ぅ
 

感
じ
が
し
た
。
 

最
近
、
秩
父
 夜
 ま
つ
り
を
経
験
し
た
。
秩
父
 

ら
ゆ
る
要
素
が
ま
っ
り
を
、
人
を
興
奮
さ
せ
る
 

に
 引
き
込
ま
れ
て
い
く
。
太
鼓
と
 笛
 、
あ
る
い
 

し
い
行
進
、
そ
れ
か
ら
秩
父
の
ま
つ
り
を
特
に
 

そ
れ
を
数
百
の
提
灯
が
飾
っ
て
い
る
。
そ
れ
か
 

態
 に
入
っ
た
人
々
は
 、
酒
と
 、
あ
る
い
は
周
囲
 

（
 
い
り
 

）
 

ら
れ
て
い
る
」
 

い
 う
ふ
う
 に
述
べ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
前
の
ほ
う
 

こ
と
は
、
構
造
論
の
ほ
う
で
、
か
な
り
進
め
ら
れ
 

も
に
、
一
面
で
は
、
我
々
が
日
本
の
お
ま
つ
り
と
 

は
あ
ん
な
に
お
と
な
し
い
人
が
と
い
う
の
が
、
 

ま
 

い
 う
ふ
う
 な
人
格
の
一
種
の
変
身
で
あ
り
ま
す
け
 

に
こ
こ
で
申
し
ま
す
荘
重
さ
と
い
う
の
が
、
こ
れ
 

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
ね
。
 

私
は
、
こ
れ
も
ま
た
別
の
と
こ
ろ
に
 書
 ぎ
ま
し
 

も
 、
靖
国
神
社
の
お
ま
つ
り
を
初
め
て
見
た
時
に
 
、
 

 
 

し
た
と
い
う
結
び
つ
き
と
い
う
 

 
 

に
 几
帳
面
な
も
の
が
あ
る
と
と
 

 
 

り
ま
し
て
、
そ
し
て
、
普
段
 

 
 

い
は
げ
ん
か
を
し
た
り
、
 
と
 

 
 

う
 な
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
非
常
 

 
 

と
い
う
ふ
 う
 に
構
造
論
で
い
 
う
 

 
 

ァ
メ
リ
ヵ
 の
方
で
す
け
れ
ど
 

 
 

中
に
ス
ト
リ
ッ
プ
が
あ
り
さ
 

 
 

い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
 

 
 

ラ
フ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
 あ
 

 
 

仁
 ま
つ
り
の
人
々
の
行
動
の
中
 

 
 

て
 歩
く
御
輿
の
非
常
に
荒
々
 

 
 

り
 三
層
の
山
車
で
あ
っ
て
 、
 

 
 

｜
 そ
の
神
聖
な
一
つ
の
陶
酔
 状
 

 
 

冬
の
空
に
花
火
が
打
ち
あ
げ
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し
て
境
内
の
中
で
裸
婦
 

 
 

 
 

そ
の
後
、
サ
ド
ラ
ー
 さ
 

 
 

 
 

と
い
う
抗
議
が
あ
り
ま
 

 
 

 
 

駅
 で
は
 
｜
 宣教
師
が
 

 
 

 
 

く
の
か
と
い
う
、
す
る
 

 
 

 
 

者
 と
い
う
ふ
 う
 な
も
の
 

 
 

 
 

で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
 

 
 

 
 

も
の
で
、
例
え
ば
神
社
 

 
 

 
 

、
か
な
り
対
立
す
る
こ
 

と
も
あ
り
ま
す
。
 

 
 

 
 

非
常
に
違
っ
た
も
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
す
け
れ
ど
も
、
「
特
定
の
 

書
い
た
分
の
後
の
ほ
う
 

 
 

 
 

鼓
 と
か
 笛
 と
か
 鐘
 と
か
 

 
 

 
 

う
 に
官
 ぅ
 よ
り
は
で
す
 

 
 

 
 

る
 生
々
し
い
実
感
を
中
に
引
 

碍
 
ぎ
ず
り
込
ん
で
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。
 

れ
ノ
 

ま
 

 
 

 
 

」
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
 個
 
19@ (231) 



日日 女 した な クス さ と れ    
 

 
 

う
 に
心
理
学
の
専
 

 
 

が
 頭
に
思
い
分
か
べ
ら
れ
ま
す
が
。
 

 
 

 
 

い
は
昔
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

覚
 の
問
題
で
あ
 

 
 

 
 

も
あ
り
ま
す
ね
。
 

 
 

 
 

0
 旬
 い
な
 思
い
出
 

 
 

 
 

が
ま
っ
り
と
い
う
 

 
 

 
 

我
々
の
中
に
記
憶
 

 
 

 
 

0
 間
 題
 で
は
な
い
 

い
 う
ふ
う
 に
見
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

 
 

 
 

が
 非
常
に
進
み
ま
 

 
 

 
 

ハ
 ー
 へ
｜
 ・
コ
 ソ
 

 
 

 
 

れ
を
も
 う
 一
回
、
 

 
 

 
 

ぅ
、
 禅
な
ど
を
 ょ
 

（
は
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

サ
で
 使
い
 

儀
式
と
い
う
の
 

っ
 た
は
ず
で
あ
 

 
 

 
 

酒
 と
か
、
あ
る
い
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は
、
 小
さ
い
切
れ
っ
ぱ
 

 
 

 
 

派
 で
は
・
ブ
ド
ゥ
酒
で
 

 
 

い
 て
い
ま
す
。
 

 
 

 
 

ま
し
て
、
そ
こ
で
 抽
 

 
 

 
 

い
う
ふ
う
な
言
葉
よ
り
 

 
 

と
 Ⅰ
Ⅵ
 
ラ
 ン
 
し
 と
が
舌
口
え
る
 か
り
 
で
あ
り
ま
す
。
 

 
 

 
 

か
 、
あ
る
い
は
別
の
 

 
 

 
 

は
 惜
し
ま
ず
に
、
あ
る
 

 
 

 
 

こ
れ
が
ま
つ
り
。
」
 つ
 
 
 

 
 

す
 と
そ
れ
は
騒
音
で
あ
 

か
お
 
@
 

 
 

 
 

香
 。
そ
う
い
う
ふ
 う
 な
 

 
 

 
 

ぅ
 一
つ
の
儀
式
と
い
う
 

定
義
が
で
き
な
い
わ
ば
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
 

 
 

 
 

い
 う
ふ
う
 な
も
の
、
 

 
 

 
 

ふ
う
 な
も
の
を
ど
 う
 や
っ
て
 

 
 

 
 

も
っ
と
、
二
元
論
と
い
う
の
 

 
 

 
 

体
を
通
し
て
起
こ
る
一
つ
の
 

 
 

 
 

 
 

げ
を
持
た
せ
る
と
い
う
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こ
と
に
対
し
て
は
、
か
な
り
疑
わ
 

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
ま
し
 

な
も
の
は
、
霊
魂
と
肉
体
と
い
う
 

な
 二
元
論
で
説
げ
な
 
い
 問
題
が
あ
 

こ
れ
は
ま
つ
り
で
は
あ
り
ま
せ
 

エ
 ル
ウ
ッ
ド
さ
ん
と
い
う
宗
教
学
 

こ
の
中
で
、
彼
が
宗
教
学
者
で
あ
 

あ
り
ま
す
 禅
 セ
ン
タ
ー
 へ
 行
っ
た
 

そ
の
 禅
 セ
ン
タ
ー
 へ
 行
き
ま
す
 

「
お
前
は
宗
教
の
教
授
で
あ
る
。
 

り
ま
す
か
ら
神
の
信
仰
を
説
明
す
 

の
 一
般
の
説
明
が
ど
う
か
と
い
う
 

大
文
字
で
書
い
て
あ
る
ん
で
す
が
 

ま
た
坐
っ
て
考
え
な
お
し
ま
し
て
 

す
と
、
ま
た
な
ぐ
ら
れ
ま
し
た
。
 

る
ん
だ
、
と
い
う
ふ
 う
 に
解
る
ん
 

な
し
て
坐
っ
た
ま
ま
で
お
り
ま
し
 

を
 取
り
去
っ
た
今
、
私
も
人
の
体
 し

い
と
い
う
見
解
が
あ
っ
た
 ね
 げ
で
あ
り
ま
す
。
 

 
 

、
そ
し
て
・
む
し
ろ
肉
体
・
 体
 と
い
う
ふ
 ぅ
 

 
 

汚
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
 風
 

 
 

あ
り
ま
す
。
 

 
 

本
に
お
ら
れ
て
日
本
の
研
究
を
さ
れ
ま
し
た
 

 
 

 
 

 
 

れ
も
体
験
す
る
た
め
に
、
禅
の
、
ア
メ
リ
カ
に
 

と
き
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
 

 
 

ル
ウ
ッ
ド
さ
ん
に
言
 う
 わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
 

 
 

ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
彼
が
、
宗
教
学
者
で
あ
 

 
 

と
 捧
で
な
ぐ
ら
れ
ま
し
て
、
今
、
こ
れ
は
神
 

 
 

よ
り
ま
す
と
，
 Z
 
皇
 , 今
 と
い
う
と
こ
ろ
が
 

 
 

ぅ
 こ
と
を
聞
い
て
い
る
ん
だ
、
と
い
い
ま
す
。
 

 
 

0
 間
 題
 と
い
う
ふ
 う
 な
も
の
を
ま
た
話
し
ま
 

 
 

な
く
今
、
と
い
う
ふ
 う
 な
こ
と
を
聞
い
て
い
 

 
 

か
で
き
な
い
も
ん
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
坐
禅
 

 
 

葉
は
 、
こ
れ
は
時
間
の
今
で
は
な
く
て
、
時
間
 

 
 

う
 い
 う
 彼
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
時
間
の
な
い
 洸
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ん
 自
身
が
、
こ
れ
が
ひ
 

 
 

 
 

ぱ
 に
な
り
ま
し
て
、
 そ
 

 
 

 
 

が
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
 

 
 

 
 

感
じ
が
し
た
。
こ
の
人
 

 
 

 
 

が
 、
坐
禅
を
く
む
と
い
 

 
 

 
 

の
 脳
貧
血
の
状
態
に
な
 

 
 

 
 

は
 、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
 

 
 

 
 

す
か
、
そ
う
い
う
感
覚
 

 
 

 
 

老
師
が
そ
れ
を
聞
い
た
 
 
 

 
 

し
て
悟
り
を
得
て
も
そ
 

 
 

 
 

西
洋
的
な
も
の
の
 考
，
ぇ
 

 
 

あ
げ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

 
 

 
 

大
 ぎ
く
入
っ
て
ま
い
 

 
 

 
 

れ
ば
、
お
そ
ら
く
こ
 う
 

 
 

 
 

よ
り
ま
す
と
、
他
に
身
体
感
 

 
 

 
 

ぅ
、
 我
々
の
耳
の
中
に
あ
り
 

 
 

 
 

ぐ
る
ぐ
る
回
っ
て
い
る
、
 回
 

 
 

 
 

 
 

ら
 「
内
臓
感
覚
」
と
い
 23 (235) 



 
 

な
く
て
は
い
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
 

 
 

 
 

行
進
と
か
、
あ
る
い
 

 
 

 
 

動
か
ら
く
る
。
も
ち
 ろ
 

 
 

 
 

は
、
 例
え
ば
空
腹
の
時
 

 
 

 
 

と
い
う
ふ
 う
 な
も
の
、
 

 
 

 
 

よ
う
し
 、
あ
る
い
は
ま
 

 
 

 
 

の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
 

す
 。
 

 
 

 
 

申
し
た
ん
で
す
が
、
 

 
 

 
 

鹿
 騒
ぎ
で
は
な
く
て
 一
 

 
 

 
 

か
 、
あ
る
い
は
非
常
に
 

 
 

 
 

こ
こ
で
そ
う
い
う
ふ
 ぅ
 

 
 

 
 

め
に
出
し
た
ん
で
あ
り
 

 
 

 
 

側
 に
い
た
し
ま
し
た
ん
 

 
 

 
 

の
中
で
自
分
た
ち
が
 変
 

 
 

」
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
ね
。
 

 
 

 
 

、
 特
に
昔
 染
 め
よ
う
 

 
 

 
 

か
 、
あ
る
い
は
御
輿
 と
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まつりの感覚  
 

 
 

る
 感
覚
と
か
、
こ
 う
い
 

 
 

 
 

の
よ
う
に
極
端
に
食
べ
 

 
 

 
 

が
 、
そ
う
い
う
ふ
 う
 な
 

 
 

 
 

非
常
に
持
っ
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

）
で
あ
る
と
い
う
ふ
 ぅ
 

 
 

 
 

覚
 的
な
も
の
を
拾
っ
て
 

 
 

 
 

つ
り
全
体
に
迫
り
 ぅ
る
 

も
の
は
な
い
で
は
な
い
か
。
 

 
 

 
 

。
象
徴
の
研
究
は
 、
 
 
 

 
 

え
ば
、
 よ
 く
読
ま
れ
ま
 

（
Ⅲ
）
 

 
 

 
 

に
 出
ま
し
た
第
一
版
 で
 

 
 

た
り
ま
す
古
典
も
非
常
に
新
し
い
も
の
も
含
め
て
の
、
 一
つ
の
 、
 い
ろ
ん
な
 人
 

 
 

 
 

一
章
し
か
あ
り
ま
せ
ん
 

 
 

 
 

で
も
う
一
つ
の
章
が
付
 

 
 

 
 

分
類
」
の
 章
と
 、
そ
れ
 

 
 

 
 

ろ
が
四
章
も
占
め
て
お
 

 
 

 
 

つ
り
と
い
う
の
も
こ
の
 

 
 

 
 

す
 。
と
こ
ろ
が
、
今
の
 
25 (237) 



 
 

 
 

、
ま
つ
り
 

 
 

い
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
 限
の
 

 
 

 
 

か
か
る
 

 
 

 
 

 
 

に
 、
シ
ン
 

の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
 

 
 

 
 

に
 他
の
 

（
㎎
）
 

 
 

 
 

た
し
ま
す
 

 
 

 
 

、
社
会
主
 

 
 

 
 

の
が
あ
る
 

 
 

 
 

我
々
の
中
 

 
 

 
 

の
役
割
は
 

 
 

 
 

か
 、
あ
る
 

 
 

 
 

さ
せ
て
 頂
 

 
 

 
 

程
度
の
装
 

 
 

 
 

で
は
な
く
 

 
 

 
 

、
非
常
に
 ボ と 動 （ だ 5 か すれ具。」 ） 1   げ ば 

  な で 

を 
見 
る 

場 
ム目 
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まつりの感覚 

（
 
W
 
Ⅱ
）
 

 
 

 
 

う
 に
「
象
徴
人
類
学
」
 

 
 

 
 

は
 、
こ
の
服
装
と
い
う
 

 
 

 
 

、
こ
れ
は
ま
た
、
寒
さ
 

 
 

 
 

の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
 

 
 

 
 

で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
 

 
 

見
る
こ
と
も
勿
論
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 

 
 

 
 

す
も
の
で
あ
る
と
す
 

 
 

 
 

効
果
、
あ
る
い
は
、
 例
 

 
 

 
 

あ
る
興
奮
を
も
た
ら
す
 
 
 

 
 

に
 一
つ
の
一
般
的
に
申
 

 
 

 
 

れ
は
、
そ
う
い
う
象
徴
 

 
 

 
 

視
覚
の
面
か
ら
い
き
ま
 

 
 

 
 

び
 起
す
か
と
か
、
あ
る
 

 
 

 
 

な
も
ん
だ
と
い
う
、
 そ
 

 
 

 
 

て
 、
そ
れ
 恢
 
一
つ
の
 

 
 

 
 

れ
が
言
え
る
で
あ
り
ま
 

 
 

 
 

し
 、
そ
こ
で
、
そ
れ
は
 

 
 

 
 

て
を
、
こ
れ
を
象
徴
の
 
27 (239) 



 
 

 
 

  

ぅ
ふ
う
 

な
面
が
、
こ
れ
 

  

 
 

 
 

 
 

  

考
え
る
以
前
の
一
つ
の
 

（
 
れ
廿
 

）
 

  

と
い
う
ふ
 

う
 
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 

 
 

  

非
常
に
逸
脱
し
た
 

形
 

 
 

  

も
の
を
達
成
す
る
こ
と
 

 
 

  

の
 
意
識
が
 

、
 
人
々
に
 

起
 

 
 

  

の
と
 
・
ど
う
い
う
関
連
 

  

 
 

ま
た
、
前
の
私
の
そ
り
 

  

 
 

も
 
、
こ
れ
も
一
つ
の
 

領
 

域
 で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
 

 
 

  

ろ
も
あ
り
ま
す
 

け
れ
 

 
 

 
 

れ
ま
す
。
そ
う
い
う
、
 

（
㎎
）
 

  

 
 

考
え
が
し
て
お
り
ま
 

す
 。
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まつりの感覚 

注
 

 
 

と
 文
明
  
平
凡
社
一
九
六
九
 

 
 

」
 井
門
富
 二
夫
・
吉
田
光
 郭
 編
「
日
本
人
の
宗
教
 ヒ
 淡
交
 社
 

一
九
七
 0
 

 
 

思
想
 口
 五
六
九
号
一
九
 セ
一
 

 
 

 
 

一
九
 セ
四
 

 
 

 
 

章
 。
 

 
 

版
 協
会
一
九
 セ
五
 

 
 

下
血
～
 

ぃ
コ
 
0
 、
 P
O
 
む
 の
 

 
 

屈
 耳
目
Ⅰ
 

e
 
 
）
二
の
ま
 

芹
 
目
ヰ
 
の
 ・
 ト
の
 
Ⅱ
 臼
 

 
 

 
 

頁
 

 
 

 
 

「
愚
者
の
簗
 宴
ヒ
新
 

 
 

 
 

こ
の
書
の
中
の
祭
 

 
 

示
教
 目
 三
号
エ
ス
エ
ス
出
版
会
一
九
 
セ
 五
に
紹
介
 

 
 

俺
ヰ
曲
 

的
の
い
 

0
0
 ガ
の
・
 

H
O
 
ド
 の
（
 

H
o
n
 
 

の
 
色
 ・
 ト
 の
の
 
か
 ）
・
 ロ
 ・
 ト
 ㏄
㏄
 

 
 

 
 

「
の
 
ロ
ヱ
 
の
の
・
 

由
 Ⅰ
 目
 ・
 ト
の
 
㍉
の
・
 

づ
せ
 
・
 
め
 収
の
 
１
 
㎏
 印
 ㏄
 

 
 

 
 

・
 ト
の
 
の
㏄
 
、
ロ
 
の
か
 
収
，
ト
 
0
 Ⅱ
 ゆ
 

 
 

五
七
四
頁
 

（
 托
 ）
 
こ
 血
の
緒
 
ゅ
コ
隼
せ
 
0
 ㎎
 侍
 
、
 H
 
三
ロ
（
の
Ⅱ
年
の
 

a
.
 

）
、
 

b
.
 

）
 
0
 の
・
 

 
 

 
 

知
的
地
下
活
動
と
し
）
 

 
 

で
 合
法
化
さ
れ
た
。
」
の
 耳
コ
 の
の
「
・
 

力
 。
 汀
 ユ
ワ
（
 色
 0
 。
 力
 。
 「
 
ま
め
 o
 
f
S
y
 

、
 

ま
 き
 沌
の
㎝
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

し
 、
引
用
文
献
 

 
 

 
 

労
を
取
っ
て
下
さ
 

 
 

げ
る
。
 

 
 

「
失
わ
れ
た
範
列
 ヒ
 
法
政
大
学
出
版
局
一
九
 セ
五
 。
 

友
 
2
 

 
 

 
 

 
 

口
角
 
い
 
Ⅰ
の
 
コ
 ・
 、
づ
オ
 

・
㌧
・
 

u
 コ
隼
 

 
 

-
 守
旧
 p
 ヲ
ざ
 
七
品
 
0
 且
ト
の
 
Ⅱ
の
ま
た
、
 ェ
 ド
ガ
ー
ル
・
モ
ラ
ン
 
（
古
田
幸
男
 
訳
 ）
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べ
 ラ
ー
は
 、
 

 
 

性
 ・
ハ
札
レ
ム
 

ム
 

 
 

批
判
す
る
。
 

 
 

新
し
い
、
 

 
 

、
 新
し
い
 

 
 

時
 、
そ
れ
 

小
林
正
 佳
 

 
 

指
摘
な
ど
、
 

 
 

 
 

数
 論
の
随
所
に
こ
 
う
し
 

 
 

そ
が
今
後
た
主
張
が
見
い
出
せ
る
。
 

 
 

張
 を
考
 

 
 

う
 に
 、
サ
 

 
 

 
 

の
 現
代
人
、
「
分
化
」
論
 

 
 

 
 

自
己
意
識
に
支
え
ら
れ
た
 

 
 

ぃ
 観
点
が
 、
 

定
 的
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

 
 

 
 

に
は
思
わ
れ
る
。
現
代
 

 
 

 
 

代
の
批
判
の
的
に
な
っ
て
 

 
 

 
 

自
己
意
識
自
体
が
批
判
さ
 

 
 

 
 

る
と
い
っ
た
状
況
は
 
、
当
 

 
 

 
 

。
敢
え
て
い
 
う
 な
ら
ば
、
 

 
 

る
 問
題
で
、
 

的
 宗
教
意
識
の
特
質
を
考
え
る
上
で
は
決
定
的
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

捉
え
ら
れ
な
い
の
だ
と
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

現 
第 

代 
  

的 士 部 

下土 笘 
ム 
ヱ % 

意 
義 
の 
  

面 
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な
い
も
 

 
 

上
か
ら
も
 

不
可
避
の
理
論
的
課
題
と
な
っ
て
く
る
。
 

 
 

の
 理
論
 

 
 

 
 

接
 反
映
さ
 

 
 

理
論
的
 整
 

 
 

あ
る
い
は
 

 
 

 
 

に
も
思
わ
 

 
 

得
る
状
況
、
 

 
 

ぅ
 、
極
言
 

 
 

 
 

 
 

の
こ
と
で
 

 
 

と
し
て
の
 

 
 

 
 

は
 不
可
欠
 

 
 

人
的
問
題
 

 
 

と
 共
通
の
 

 
 

識
 を
抜
 き
 

 
 

る
 だ
 る
 

ト
ウ
 
0
 

井
上
 
順
 
・
 孝
 

 
 

、
 神
と
 

 
 

は
階
程
と
 

 
 

の
 意
味
を
 

 
 

地
 を
ま
ず
 

 
 

が
 必
要
と
 

 
 

の
中
に
位
 

 
 

｜
チ
は
ほ
 

 
 

｜
チ
 0
 位
 

 
 

る
こ
と
が
 

で
き
る
と
思
 う
 の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。
 

 
 

の
 宗
教
 

 
 

し
て
い
く
 

 
 

ち
 修
行
 

 
 

の
 、
あ
る
 

 
 

ず
に
、
 広
 

 
 

い
っ
た
 潜
 

 
 

に
 至
っ
た
 

 
 

行
 研
究
に
 

 
 

得
る
学
者
 

修
行
を
支
え
る
心
的
 メ
ヵ
 ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
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体
を
通
し
 

 
 

と
 意
図
の
 

 
 

心
理
的
特
 

 
 

較
 宗
教
学
 

 
 

こ
で
は
 禅
 

 
 

数
 に
お
 け
 

 
 

れ
な
い
。
 

 
 

力
め
に
 進
 

 
 

成
果
を
考
 

察
し
て
み
た
い
。
 

 
 

来
 多
く
 

 
 

題
を
考
え
 

 
 

Ⅱ
）
口
目
 

リ
コ
 
0
 
目
 

 
 

び
こ
れ
 

 
 

シ
ョ
ン
 

 
 

、
特
殊
な
 

 
 

の
 存
在
と
 

 
 

と
 密
接
に
 

 
 

人
の
心
理
 

 
 

関
係
に
お
 

 
 

ロ
セ
ー
シ
，
 

と
い
う
 ン
を
個
 

プ
 

 
 

 
 

  存 すくもの行でつ てて必修健一 仮 定ら かたでは 修、 せら 彼 役 猿股てと し 従述し 
  
  
  
  
の   
打 て 

教学的 

著作 

は 
殆 
ん 
  
和 
訳 

さ 中 

  
乃て 

  
綜 子 
を 

v ブ し 

お 
  

定命請用 ら展彼貌 る こ 切式究 已め 
げ 
る 
古 

  

はは 修こ 分か論 希基指 都城 っ 在 と シ 

本曲私 ニ 大極 ー か めのは 待 と折 単 発 " も " 求盤摘 がにしがな 公的 重 て とい いう 

学 
と   

文 
学 
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般
 に
百
一
 
る
 

 
 

ヱ
 リ
ア
ー
 

 
 

 
 

｜
デ
 理
解
 

い
る
の
で
 

 
 

機
を
明
ら
 

か
に
し
た
 

 
 

も
の
が
 

 
 

考
え
て
い
 

 
 

く
 、
そ
の
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

な
 

 
 

宗
教
の
本
 

 
 

捉
え
る
 通
 

 
 

、
 彼
の
 々

不
 

 
 

%
 安
心
ぎ
 
お
い
 

 
 

を
 相
補
 

 
 

が
 予
定
さ
 

 
 

成
 す
る
の
 

で
あ
ろ
う
。
 

 
 

に
、
地
 

 
 

あ
る
。
 例
 

 
 

緯
 w
 
、
 
n
 
め
 
。
 

 
 

て
、
ェ
リ
 

 
 

フ
ロ
イ
ト
、
 

 
 

て
い
る
が
、
  

 
 
 

 
 

係
 著
作
 ょ
 

 
 

。
彼
の
宗
の
 

 
 

的
 宗
教
の
②
 

 
 

い
ろ
。
 そ
 

 
 

こ
と
に
よ
 

 
 

た
ら
し
、
 

 
 

創
世
 迫
に
 一
見
 

 
 

品
 に
お
 け
 

 
 

 
 

 
 

で
、
ア
ル
 

 
 

従
来
と
か
 

 
 

が
 示
す
強
 

 
 

が
ら
・
 
ェ
 

 
 

者
の
ぬ
本
数
 

 
 

的
で
あ
る
。
 

 
 

、
研
究
の
 

 
 

 
 

を
 資
料
 

 
 

彼
は
ま
た
 

 
 

教
団
離
れ
、
 

 
 

間
 研
究
に
 

 
 

一
見
世
俗
 

 
 

近
代
世
界
 



 
 

 
 

0
 発
展
過
程
に
お
け
る
 
一
 

 
 

オ
 フ
セ
シ
般
 論の
構
築
を
さ
ざ
し
た
い
。
 

 
 

互
に
作
 

 
 

と
い
え
る
。
 

 
 

 
 

の
に
「
 さ
き
 ゆ
き
不
安
」
 

 
 

 
 

宗
教
が
飛
躍
的
に
発
展
し
 

 
 

 
 

的
 条
件
と
し
て
考
え
ら
れ
 

 
 

 
 

等
の
個
人
的
不
安
が
契
機
 

 
 

 
 

打
緒
策
を
求
め
て
人
々
は
 

民
間
宗
教
や
新
興
宗
教
の
御
利
益
に
す
が
る
わ
け
で
あ
る
。
 

せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

ら
も
、
 

 
 

白
め
、
あ
 

新
興
宗
教
と
既
成
宗
教
 

 
 

い
る
と
こ
 

 
 

系
 化
に
 ょ
 

十
枚
弘
光
  

 

民
間
宗
教
 

 
 

 
 

天
理
王
命
」
を
中
心
に
 

 
 

 
 

的
な
解
釈
を
行
い
な
が
ら
、
 

 
 

 
 

よ
っ
て
飛
躍
的
な
発
展
を
 

 
 

 
 

%
 金
方
 神
 」
に
一
切
を
集
 

 
 

 
 

活
 指
針
を
信
者
に
与
え
る
 

 
 

 
 

ソ
ン
 が
奇
蹟
派
に
分
類
し
 

 
 

 
 

は
 、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
 

 
 

 
 

神
に
結
び
つ
け
て
解
釈
し
た
 為
、
 

 
 

 
 

こ
 
十
八
 
。
 

 
 

低
化
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そ
の
 例
と
 

 
 

あ
げ
る
こ
 

 
 

ン
 。
 
ク
 

 
 

支
配
下
の
 

後
藤
洋
文
 

 
 

主
義
を
推
 

 
 

化
と
呼
 

 
 

や
 奇
蹟
を
 

 
 

 
 

研
究
さ
れ
て
ぎ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

の
 隆
盛
と
都
市
部
へ
の
 
人
 

 
 

 
 

る
 。
都
市
的
状
況
は
単
に
 

 
 

 
 

の
 変
化
を
 

 
 

 
 

小
数
的
に
は
、
地
域
社
 ム
百
 

 
 

脱
を
生
み
、
 
 
 

に
し
よ
う
 

 
 

 
 

宗
教
の
隆
盛
は
各
教
団
が
 

 
 

 
 

た
 結
果
と
い
え
よ
 う
 。
 

 
 

で
は
 過
 

 
 

包
 さ
れ
て
 

 
 

 
 

問
題
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
そ
 

 
 

S
 教
団
の
 

 
 

ら
み
て
、
 

 
 

 
 

経
路
を
中
心
に
取
り
上
げ
 

 
 

 
 

道
場
の
指
導
上
に
あ
る
 
岩
 

 
 

め
所
 
（
 二
 

を
 保
証
し
て
運
動
が
既
成
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

し
て
布
教
 

活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
 

 
 

の
 八
六
 

地
域
社
会
の
新
興
 宗
教
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年
間
に
 農
 

 
 

に
 花
輪
 町
 、
 

 
 

千
 ヘ
ク
タ
 

 
 

し
て
い
る
。
 

 
 

し
て
い
る
。
 

 
 

。
一
部
に
 

 
 

る
 部
落
に
 

居
 を
か
ま
え
て
い
る
。
 

 
 

線
 が
結
 

 
 

二
市
町
と
 

 
 

 
 

教
団
側
 

 
 

は
 重
複
 し
 

 
 

分
れ
て
 所
 

 
 

二
班
に
も
 

 
 

両
班
の
交
 

流
 は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
 

 
 

る
 。
 第
 

 
 

る
た
め
に
、
 

 
 

由
 と
し
て
 

 
 

と
 、
現
在
 

 
 

で
 数
え
る
と
 声
 

 
 

 
 

たの 続ど 族 As （妹を 家 て 十 を る 

布二 教ュな鈍 にのこ二氏 れ十の氏姓 A とた ど初数 最 族は五二元 ・人戸しと こ 

のア っ曲 ら 五味ののる の に 凹 ま 班 て ヰこ 

  
縁 て孫 族 

  況 

37 ( 笏 9) 

  
@."  ） " ラ z 六 

ぃ教 古 
く 的 
つ人 
か格 

本曲私 

な な 
的 

せ 「 人 
れ通 格 

て広 い」 

  通 0 
応 

し ， 占 、 を 
か     め 
し ら 

周 ア 
{ 
  

矢ロ ブ 
0 ロ て 
よ l 久 
ラ チ 保 
に し 
適た 

田 

    
はす 



 
 

 
 

１
ム
 ズ
 ら
に
従
っ
て
 、
現
 

 
 

 
 

る
 。
第
一
は
全
て
の
行
動
 

 
 

 
 

よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
か
つ
 

 
 

 
 

存
在
の
基
本
的
欲
求
は
自
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
第
三
は
人
間
は
 

 
 

シ
ョ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

コ
 ㏄
 
隼
宍
 
ト
仁
が
（
の
（
（
 

捧
が
 

す
 
汀
コ
 
0
%
 
）
 

て
 前
者
の
人
格
に
あ
っ
て
 

  

㏄
 ミ
 せ
が
適
応
人
格
で
あ
 

自
己
拡
充
 

第
二
の
公
 

 
 

酌
 ま
た
は
 

 
 

 
 

 
 

三
層
の
同
む
円
か
ら
な
 

 
 

に
ま
で
 内
 

 
 

ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
り
、
し
か
も
 
宗
 

 
 

～
 
0
 ～
 
蕊
  

 

要
素
よ
り
 

 
 

 
 

最
も
効
果
的
に
達
成
す
る
 

 
 

 
 

で
も
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
 

 
 

今
田
 恵
 、
  

 

で
 見
出
す
 

 
 

、
そ
こ
に
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

0
 基
本
的
 

 
 

々
の
 問
 

 
 

る
 。
 

 
 

概
念
の
中
 

 
 

 
 

人
格
を
よ
り
幅
広
く
 
捉
 

 
 

 
 

格
 に
お
け
る
適
応
は
外
的
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第一部会  
 

 
 

め
た
名
称
と
し
て
宗
教
学
 

 
 

複
雑
微
妙
と
い
う
こ
と
ば
を
使
い
た
い
と
思
 う
 。
 

 
 

き
に
し
 

 
 

0
 
 

ソ
 場
ム
ロ
  

 

木
杓
認
識
 

 
 

鼻
 の
 自
 

 
 

 
 

性
 に
ふ
さ
わ
し
い
ほ
ど
 
十
 

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

学
の
目
的
 

 
 

学
的
、
価
 

 
 

さ
い
 ゐ
 
示
教
 

宗
教
現
象
へ
の
人
間
学
的
ア
プ
ロ
 一
チ
 ㈲
 

 
 

い
ろ
。
 だ
 

 
 

い
る
の
か
。
 

茂
 

谷
口
 

 
 

歴
史
的
に
 

 
 

 
 

歴
史
的
成
立
宗
教
の
活
 

 
 

る
 。
 

り
 上
げ
た
い
。
 

 
 

も
の
の
 

 
 

問
題
関
 

 
 

 
 

が
あ
る
の
 

心
 に
つ
い
て
。
 

 
 

 
 

る
 。
換
言
す
れ
ば
、
 
宗
 

 
 

を
 果
す
だ
 

ぅ
 る
か
、
そ
の
 見
 こ
み
に
つ
い
て
。
 

 
 

 
 

に
 不
可
欠
の
役
割
を
果
 

 
 

 
 

が
 、
今
後
の
宗
教
学
に
と
 

っ
て
必
須
の
課
題
の
一
つ
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
 

人
類
典
 の
 

の
 若
干
の
批
判
を
前
提
と
す
る
。
 

 
 

 
 

自
律
的
な
も
の
と
し
て
㊤
 

 
 

 
 

ろ
ん
、
学
的
厳
密
性
の
要
㏄
 

 
 

 
 

 
 

で
は
な
く
、
マ
ク
ロ
的
な
 

 
 

 
 

 
 

の
 考
察
の
基
礎
と
し
て
・
 



 
 

正
面
か
ら
 

見
据
え
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

ト
イ
ン
ビ
ー
に
お
け
る
「
神
の
法
則
」
 

 
 

酌
人
間
 

 
 

学
的
人
間
 

吉
沢
五
郎
 

 
 

成
果
も
採
 

 
 

ュ
デ
 

 
 

に
は
 ・
 哲
 

 
 

 
 

ラ
ー
と
の
出
会
い
は
、
今
 

 
 

 
 

礎
 を
あ
た
え
る
も
の
と
し
 

 
 

る
 実
存
的
 

手
段
と
し
て
利
用
し
た
い
。
 

 
 

 
 

法
の
設
定
を
み
る
こ
と
 

 
 

 
 

研
究
の
構
想
に
よ
る
 
窮
 極
 

 
 

 
 

歴
史
に
お
け
る
法
則
と
自
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

表
明
さ
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

な
 予
見
に
触
発
さ
れ
、
 

 
 

 
 

の
 メ
モ
 
0
 
降
の
目
）
の
 

ヰ
 
Ⅱ
 ト
コ
い
 

㏄
 
ヱ
 。
 
コ
 

 
 

い
る
。
 し
 

学
は
歯
止
め
を
か
け
 
ろ
 必
要
を
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
 

 
 

の
 重
要
な
 

付
記
 

 
 

 
 

体
系
に
加
え
た
の
は
、
 

 
 

も
の
に
 対
 

に
 発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
 

 
 

ゆ
る
「
 ョ
 

 
 

も
の
と
し
 

 
 

歴
史
的
な
 

 
 

確
認
を
志
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、
ち
ょ
う
ど
 "
 馬
草
と
そ
 

 
 

れ
る
。
 自
 

 
 

っ
て
 、
 

 
 

 
 

と
り
つ
げ
た
車
軸
と
し
て
 

 
 

 
 

拠
 が
あ
た
え
ら
れ
る
。
 
文
 

 
 

 
 

そ
の
命
題
を
あ
と
づ
け
る
。
 

史
の
緊
急
に
し
て
最
大
の
課
題
を
み
る
。
 

 
 

済
の
道
を
 

 
 

 
 

と
そ
の
成
立
の
根
拠
に
 

 
 

 
 

試
み
る
。
じ
つ
は
、
こ
こ
 

 
 

 
 

拠
点
が
ぎ
づ
か
れ
る
こ
と
 

 
 

っ
て
抱
懐
に
な
る
。
 

 
 

げ
る
「
 自
 

 
 

に
お
 け
 

 
 

歴
史
を
超
 

 
 

証
す
る
。
 

 
 

 
 

自
己
推
進
と
自
律
性
に
ひ
 

 
 

 
 

へ
の
批
判
と
し
て
の
位
置
 

 
 

 
 

践
 的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
 

 
 

 
 

、
「
神
の
法
則
」
を
な
 
い
 

 
 

 
 

代
 文
明
に
対
す
る
根
源
的
 

 
 

 
 

ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

法
則
と
人
 

 
 

題
 で
あ
る
。
 

宗
教
学
と
神
学
そ
の
関
係
の
再
考
 

   
 

 
 

す
る
 二
 

 
 
 
 

 
 

一
 的
に
把
握
さ
 

 
 

田
丸
 
徳
善
 

 
 

 
 

っ
 価
値
中
立
的
な
立
場
を
と
る
 
4
1
 



 
 

 
 

的
 
（
検
証
不
可
能
）
で
あ
 

 
 

 
 

の
 「
非
経
験
的
」
と
い
う
 

 
 

 
 

こ
え
る
と
い
う
意
味
で
は
、
 

 
 

 
 

的
 」
と
「
哲
学
的
」
と
は
、
 

 
 

 
 

に
一
括
し
て
お
く
。
何
れ
 

 
 

 
 

」
は
 、
 け
宗
教
学
に
と
っ
 

 
 

 
 

法
 ）
 
、
 ㈲
そ
の
実
践
的
 含
 

 
 

 
 

る
と
い
え
る
。
 

 
 

 
 

免
者
が
必
然
的
に
も
た
 
ざ
 

 
 

 
 

。
例
え
ば
ク
レ
ー
マ
ー
は
 
、
 

 
 

 
 

、
価
値
判
断
が
入
り
こ
む
 

 
 

 
 

初
か
ら
明
白
に
す
べ
 
き
 で
 

 
 

 
 

を
も
つ
と
は
い
え
、
評
価
 

 
 

レ
ー
ク
、
  

 

む
 。
ま
た
 

 
 

 
 

 
 

 
 

危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
 

度
 に
お
い
て
強
調
す
る
 

 
 

で
は
な
い
  

 

ば
 一
種
 

（
 K
.
 

ル
ー
ド
ル
フ
等
）
。
 

 
 

用
に
外
な
 

 
 

 
 

問
題
は
や
や
別
で
あ
る
）
。
 

 
 

 
 

く
 斥
け
て
い
な
が
ら
、
 
後
 

 
 

 
 

さ
ら
に
ま
た
 W
.
C
,
 ス
 

 
 

 
 

化
」
、
あ
る
い
は
当
事
者
の
 

 
 

 
 

較
 」
と
い
う
こ
と
が
本
来
 

 
 

明
 的
で
な
と
は
、
否
定
し
え
な
い
。
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現
象
と
 

逮
き
現
 

 
 

 
 

愚
物
筋
の
伝
播
と
村
落
社
会
の
構
造
 山

崎
美
恵
 

 
 

い
て
は
、
 

 
 

の
 ア
ン
チ
 

 
 

｜
 、
ハ
イ
 

 
 

的
 同
一
性
 

 
 

も
 結
び
っ
 

 
 

「
相
互
 理
 

 
 

る
 。
こ
れ
 

 
 

ロ
フ
ス
キ
 

 
 

、
や
や
 批
 

 
 

以
上
、
 そ
 

 
 

易
 に
実
践
 

に
 直
結
す
る
こ
と
は
、
 慎
 し
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

 
 

、
分
化
と
 

 
 

ぅ
 と
思
わ
 

 
 

の
方
向
で
 

0
 間
頭
 性
 が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
 

 
 

村
落
社
会
 

 
 

の
 
関
係
、
 

と
の
連
関
で
考
察
し
て
み
た
い
。
 

 
 

共
同
体
 

 
 

と
 言
わ
れ
 

 
 

 
 

 
 

事
実
な
ど
 

 
 

し
て
な
さ
 

 
 

の
 
有
機
体
 

的
 連
関
の
中
で
解
明
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

す
る
と
 

 
 

な
ぜ
 

 
 

ぅ
 問
い
に
 

 
 

(
2
5
5
)
 

 
  
  
 

 
 

済
 的
地
位
 
3
 
 
 

 
 

分
家
を
出
 



 
 

も
い
て
、
 

 
 

が
 、
 X
 部
 

 
 

い
 。
と
こ
 

 
 

と
 婚
姻
 数
 

 
 

、
こ
の
白
州
 

 
 

層
 顕
著
 と
 

 
 

上
層
か
ら
 

 
 

経
済
的
の
 

 
 

て
 B
 、
 後
 

 
 

C
D
 が
 

 
 

属
し
、
 そ
 

 
 

フ
を
 一
つ
 

 
 

部
落
第
四
 

位
 、
社
会
的
地
位
に
お
い
て
も
部
落
屈
指
の
家
で
あ
る
。
 

 
 

分
家
 関
 

 
 

辺
 で
は
な
 

 
 

常
 関
係
を
 

 
 

、
持
節
 認
 

知
 に
も
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

の
、
経
 

 
 

提
出
さ
れ
 

 
 

ぅ
 る
が
、
 

 
 

通
婚
林
示
 
己
ぬ
 

 
 

が
伴
 な
わ
 

  

 
 

こ
こ
で
言
 う
 愚
物
 筋
 と
は
・
あ
る
霊
的
存
在
が
依
 

に
、
あ
る
い
は
特
定
の
霊
的
動
物
を
飼
育
し
て
い
る
 

を
備
え
て
い
る
家
と
し
て
、
伝
統
的
に
類
型
化
さ
れ
 

で
あ
る
。
こ
の
 ょ
う
 な
家
筋
が
部
落
に
多
数
み
ら
れ
 

特
に
山
陰
、
四
国
、
九
州
東
南
部
に
限
ら
れ
て
い
る
 

り
恩
い
 て
い
る
た
め
 

た
め
に
神
秘
的
霊
力
 

て
 ぎ
た
家
筋
の
こ
と
 

る
 所
は
・
西
南
日
本
、
 

。
 m
 陰
で
は
 狐
 持
ち
、
 

 
 

は
な
い
 以
 

 
 

て
も
、
 制
 

 
 

認
定
、
 

 
 

か
 否
か
を
 

 
 

ス
と
 捉
え
 

 
 

に
よ
 る
 社
 

 
 

、
媒
介
 変
 

 
 

 
 

 
 

信
仰
が
 

 
 

く
 存
続
す
 

 
 

村
落
共
同
 

 
 

な
 別
の
視
 

 
 

き
た
 い
 。
 

愚
物
 筋
 成
立
国
の
諸
解
釈
 

安
元
正
也
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係
が
、
 

筋
の
発
生
・
膨
脹
 

 
 

史
的
変
化
 

 
 

」
で
は
、
 

 
 

る
 
研
究
者
を
取
り
扱
っ
て
い
る
方
 

作
 で
あ
る
。
 

一
 
一
 
"
 

た
ち
の
解
釈
に
つ
い
て
、
論
点
の
整
理
と
評
価
を
試
 

る
 
。
 

 
 

れ
と
す
 

一
 

 
 

 
 

立
を
語
る
時
、
絶
対
的
 

 
 

 
 

ぅ
 
語
を
用
い
る
。
文
献
 

史
 

 
 

 
 

、
持
節
 

の
 「
膨
脹
」
は
 

比
 

 
 

成
立
し
た
 

試
 
ら
れ
、
そ
の
成
果
に
我
々
は
負
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

上
は
遡
れ
な
い
 

時
筋
を
 

 
 

 
 

幾
つ
か
の
部
落
に
お
い
て
、
 

 
 

 
 

伝
承
な
ど
、
調
べ
上
げ
て
 

 
 

 
 

、
 
常
に
現
実
的
に
可
能
で
 

（
 
l
 
Ⅰ
）
 

 
 

激
し
い
 

所
 

 
 

七
口
 

氏
は
、
 

 
 

 
 

、
可
能
な
所
も
あ
る
。
 

こ
 

 
 

 
 

査
の
結
果
と
し
て
出
さ
れ
 

（
 
5
 
）
 

（
 
2
 
）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
 言
 
う
 

 
 

後
、
幾
 

つ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

構
成
で
あ
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社
会
的
、
 

 
 

れ
な
け
れ
 

 
 

読
み
取
る
 

 
 

ぬ
 方
丈
 研
 

 
 

せ
ら
れ
る
。
 

四
 

 
 

ら
ば
、
 

 
 

で
あ
る
 石
 

 
 

恩
依
 的
皮
 

 
 

で
あ
ろ
う
 

 
 

象
 が
現
実
 

 
 

て
 、
そ
の
 

解
決
を
目
指
し
た
人
々
で
あ
る
。
 

附
記
 

 
 

松
帖
 
ム
口
 
血
佛
 

究
 A
 ）
に
 よ
 る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
 

注
 

 
 

、
大
正
 

二
年
 

 
 

統
 に
関
 

 
 

民
族
 

と
 歴
史
 ヒ
 八
巻
一
号
、
大
正
一
一
年
 

 
 

 
 

専
門
学
 

C2%) 

技 工 ロ な社に業支 経業 

  
  

会社 を エ た 業げ味等 経 う 

的 全紙 業 こ化 』すを 営言   
  脱皮 指標金 のノ 小 レま 長線 一層 この 得が 更に 新し 

ビをマ 上 人 段 四八 い し べ 
、 ジ 段ル に 目脂 千 l 知た ル 河 
，定ク あ にを ドマ 識神 の 

ン しス 9  膳 す ルン 技 学道 部 

  
  

く 6 Ⅰ 脱 和 巨遠 ム の ロ 年期 「に 
工 二水杉 俗っ 

占 

ホ出 笘   

    

  
察 嘉昭 
  と木口 
  家二 
昭 結八 

校
紀
要
 
ヒ
 昭
和
四
一
 
?
 四
セ
年
 

 
 

人
材
 時
 
4
 



 
 

 
 

こ
れ
を
集
団
的
な
価
値
と
 

 
 

 
 

、
成
熟
社
会
で
は
人
々
の
 

 
 

 
 

と
 考
え
る
。
つ
ぎ
に
遊
び
 

 
 

て
い
る
。
  

 

で
き
る
も
 

 
 

 
 

る
 為
に
は
遊
び
が
不
可
 

 
 

 
 

で
は
全
て
の
も
の
が
プ
ロ
 

 
 

 
 

て
 自
発
的
に
ジ
プ
シ
ー
に
 

 
 

、
遊
技
、
  

 

人
 が
働
く
 

 
 

 
 

ユ
 ー
 ン
 が
多
様
性
の
母
体
 

 
 

 
 

｜
か
 は
知
能
指
数
に
加
え
 

 
 

 
 

倫
理
指
数
と
は
比
例
す
る
 

 
 

 
 

に
お
い
て
は
人
々
は
希
望
 
 
 

 
 

理
 指
数
に
応
じ
た
社
会
的
 

 
 

 
 

に
な
る
。
 

 
 

ン
の
 意
識
 

 
 

る
 立
場
 

 
 

不
 ル
ギ
ー
  

 

、
さ
り
と
 

 
 

現
 で
あ
る
  

 

」
れ
ら
の
 

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

こ
ろ
に
 違
 

 
 

 
 

根
源
を
お
 き
 か
え
て
、
 

 
 

 
 

っ
て
、
こ
れ
ら
の
所
説
を
 

 
 

の
で
は
な
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伸
 

安
斎
 

Ⅱ
社
会
変
動
と
伝
統
的
宗
教
の
崩
壊
 

 
 

共
同
体
 

 
 

難
 で
あ
る
。
 

 
 

受
容
に
 

 
 

の
 伝
統
 ゐ
示
 

教
の
崩
壊
現
象
が
見
ら
れ
る
。
 

 
 

古
本
数
 
か
 
り
 

 
 

関
し
て
 注
 

目
さ
れ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
社
会
変
化
で
あ
る
。
 

Ⅲ
生
業
の
変
化
 

奄
美
大
島
西
何
重
部
落
の
場
 
ム
口
 

 
 

紬
 生
産
 

へ
と
多
様
化
し
た
。
 

沖
縄
、
宮
古
 保
長
 部
落
の
場
合
 

 
 

の
 栽
培
、
 

畜
産
の
振
興
と
多
様
化
し
た
。
 

 
 

の
 生
業
 

 
 

豊
作
、
大
 

 
 

わ
り
を
 失
 

集
団
的
宗
教
受
容
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
 

な
っ
て
い
っ
た
。
 

 
 

 
 

切
生
活
の
合
理
化
と
教
育
の
普
及
 

 
 

自
体
、
 

の
 

 
 

 
 

に
 近
代
的
㏄
 

 
 

口
 で
得
ら
 

が
で
き
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
 生
ず
る
よ
さ
に
な
っ
て
い
っ
た
。
 

 
 
㈹
交
通
改
善
に
よ
る
都
市
と
の
交
流
 

 
 

 
 

と
す
こ
と
 

人
々
の
む
 

よ
 う
 に
 た
 

路
 と
交
 

に
よ
っ
 

 
 

壊
 に
つ
 

 
 

も
に
、
ロ
朗
 

 
 

開
く
こ
と
 

に
な
る
。
 

 
 

と
交
通
 

 
 

が
 つ
ス
 。
 

②
生
活
関
心
と
宗
教
の
受
容
 

 
 

、
移
入
 

 
 

落
 生
活
へ
 

 
 

り
 方
が
そ
 



 
 

 
 

 
 

宗
教
は
根
な
し
草
に
終
わ
る
。
 

 
 

こ
え
て
、
 

 
 

 
 

ら
の
移
入
宗
教
に
は
 人
 

 
 

 
 

ら
れ
る
と
と
も
に
、
 各
宗
 

 
 

に
 分
類
さ
  

 

%
 域
 共
同
 

れ
る
。
 

 
 

か
わ
り
に
 

 
 

 
 

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
 

 
 

的
 ふ
れ
 

 
 

和
 三
十
年
 

 
 

 
 

の
中
で
行
な
わ
れ
る
時
、
 

 
 

 
 

い
よ
う
な
集
団
受
容
の
現
 

 
 

直
結
し
て
、
象
を
生
じ
た
と
言
 う
 こ
と
が
で
き
る
。
 

教
え
を
受
容
さ
せ
る
迫
力
を
示
し
て
い
る
。
 

 
 

め
て
 排
 

宗
教
的
イ
メ
ー
ジ
と
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
 

 
 

し
て
・
 地
 

 
 

が
 受
容
の
大
き
な
要
因
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
 強
 い
シ
 

各
地
で
受
 

受
け
て
 ぃ
 

 
 

 
 

 
 

な
 反
省
は
余
り
な
さ
れ
て
 

生
活
史
の
 一
 断面
に
限
 

滋
 

松
本
 

 
 

で
 い
ろ
 

 
 

や
 神
秘
 体
 

 
 

 
 

少
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
 

を
 ケ
ー
ス
，
ス
タ
デ
ィ
に
適
用
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  フロイト的図心理社会的態度 式   

  

 
 

親
 

親
 

 
 

乙
ノ
 

あ
伴
 

 
 
 
 

 
 

父
 

母
 

 
 

聖
方
性
能
 
心
 

向
 

 
 

誠
愛
 

蕃
布
上
日
曲
目
 

技
忠
 

 
 

 
 

集
 
-
 
走
 

 
 

 
 

 
 

信
 

 
 

  

器
 

殖
 

唐
門
 
根
デ
 

口
肛
 
男
工
潜
思
 
生
 

 
 

１
１
１
 
-
 １
１
 ｜
 

I
 
 Ⅱ
 

m
 
N
 
V
 
W
 

ⅦⅧ 

  
 
 

者
 E
 

 
 

本
居
宣
長
 

 
 

、
そ
の
際
 

理
論
的
基
礎
と
し
た
の
が
こ
の
エ
リ
ク
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
 

 
 

漸
成
 」
 

 
 

れ
 特
有
の
 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
、
 

 
 

ロ
イ
ト
 理
 

 
 

ゴ
 ハ
 
イ
 
・
の
の
 

ハ
 
Ⅱ
 
い
 
ハ
ツ
Ⅰ
）
 

 
 

介
 し
た
。
 

 
 

長
 す
る
 

 
 

通
 性
を
も
 

っ
た
 発
達
段
階
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
げ
に
、
 

個
人
の
宗
 

 
 

し
て
活
用
 

し
ぅ
 る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

ラ
イ
フ
 

 
 

る
 個
人
に
 

 
 

メ
ー
ジ
 

 
 

に
 発
達
す
 

 
 

っ
て
い
る
 

 
 

主
な
 イ
メ
 

 
 

た
 。
具
体
 

的
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
し
た
い
。
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の
で
あ
る
。
 

 
 

は
な
か
っ
 

宗
教
史
に
お
け
る
「
起
源
」
の
問
題
 

 
 

動
 に
よ
っ
 

 
 

に
 帰
依
 し
 

中
村
 
廣
 治
郎
 

 
 

す
る
共
同
 

 
 

 
 

に
と
っ
て
の
イ
ス
ラ
ム
 

 
 

起
源
」
の
の
「
起
源
」
で
あ
る
。
 

 
 

諭
 さ
れ
が
 

 
 

神
と
の
 

 
 

 
 

な
く
・
専
ら
そ
の
 
ょ
う
 な
 

 
 

 
 

て
の
 イ
ス
ラ
ム
、
地
上
的
 

 
 

 
 

こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
 
イ
 

 
 

 
 

外
的
形
式
の
諸
要
素
や
運
 

動
を
歴
史
的
に
ト
レ
イ
ス
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

、
宇
宙
の
 

 
 

え
る
。
 

 
 

 
 

」
し
た
神
秘
主
義
の
伝
統
 

る
 不
変
な
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

イ
ズ
ム
 研
 

 
 

 
 

は
 何
か
と
い
う
こ
と
で
 

 
 

 
 

非
ス
ー
フ
ィ
ー
・
ム
ス
リ
 

 
 

 
 

絶
 性
を
強
調
す
る
 ィ
ス
ラ
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
は
不
可
解
で
あ
 

 
 

 
 

日
の
下
に
こ
れ
を
説
明
し
よ
 

 
 

起
源
」
で
あ
る
。
 

ぅ
と
 試
み
て
ぎ
た
。
 

 
 

 
 

よ
る
も
の
、
あ
る
い
は
正
統
 
ム
 

 
 

り
よ
う
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ろ
 、
自
分
 

 
 

す
る
者
だ
 

 
 

ラ
ム
の
間
 

に
 不
連
続
は
な
い
。
 

 
 

 
 

ス
ラ
ム
 

 
 

 
 

 
 

そ
こ
で
 問
 

 
 

歴
史
性
、
 

 
 

歴
史
性
 

 
 

 
 

 
 

し
 
@
¥
o
 

。
ヶ
 @
 

（
 l
 ）
 

 
 

想
な
い
え
 

 
 

 
 

べ
き
こ
と
 

る
 「
伝
統
」
 

 
 

と
は
、
 
過
 

 
 

り
の
中
に
 

 
 

ぃ
 。
だ
と
 

 
 

 
 

状
況
の
中
 

 
 

を
 追
体
験
 

す
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

 
 

馬
 ～
～
 
幅
ぃ
 
0
3
 

（
 z
 の
妄
ぺ
 ご
 q
 オ
 ・
 P
 の
の
め
）
参
照
。
 

岡
田
 

百
 （
 

一
 、
時
代
の
特
徴
 

 
 

し
て
 新
 

 
 

整
備
以
降
、
 

常
に
政
府
の
原
理
と
す
る
所
で
あ
っ
た
。
 

 
 

っ
て
 異
 

 
 

つ
く
っ
た
 

時
点
が
、
昭
和
三
十
年
代
で
あ
っ
た
。
 

 
 

し
た
か
。
 

 
 

で
は
、
 都
 

 
 

の
 6
 
本
数
 活
 

 
 

勢
 を
さ
ぐ
 

 
 

評
価
が
ど
 

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
考
え
て
み
た
い
。
 

 
 

準
が
、
 

 
 

セ
 ・
 一
 

 
 

ラ
 問
答
」
 

 
 

界
 史
の
 授
 

 
 

て
の
思
想
 

"
 

 
 

を
ケ
行
 

「
宗
教
的
中
立
性
」
に
関
す
る
実
証
的
研
究
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第一部会  
 

も
の
の
 ょ
 

ぅ
 で
あ
る
。
 

 
 

位
置
を
 

占
め
て
行
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
 

二
 、
事
実
関
係
 

 
 

、
 「
～
 

征
 

 
 

歌
 
が
あ
 

 
 

る
 」
と
い
 

う
 見
出
の
一
段
記
事
が
の
っ
て
い
る
。
 

 
 

、
弁
論
 

 
 

な
ど
を
 中
 

 
 

史
 、
弁
論
 

 
 

る
 。
富
士
 

 
 

諸
氏
に
 ょ
 

 
 

の
 聴
講
者
 

 
 

執
心
さ
に
 

 
 

 
 

 
 

か
ら
も
 

 
 

徒
 自
身
が
 、
 

 
 

書
い
て
い
 

る
 占
に
、
佳
日
し
た
い
。
 

 
 

 
 

 
 

姿
勢
を
と
 

っ
て
い
た
と
い
う
事
実
関
係
も
 
、
 明
ら
か
に
な
る
。
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  壷 皿 

的 
経 
験 
と 

し 
て 
の 
f@v 

不出 笘 
的 
経 
験   

美 n  点       
料 大事 
の 文案 
在 学 の   
林 究集 
伸 細田 

卜 且 、 要 に的 論 
岡 て解 真 田 評釈 近   

教育 

散大 

弓と 学的 

  

  

  
同校 

  

教 
新 化 
聞   学 

的 
東一 
月、 問題 

 
 

、
動
物
 

4
 

 
 

ど
と
し
て
、
 
5
 

 
 

も
の
と
考
の
 

 
 

、
し
か
し
㏄
 

 
 

す
る
も
の
 

と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

、
そ
の
 

 
 

や
 表
象
に
 

 
 

体
 と
連
関
 

 
 

の
 主
体
の
 

 
 

霊
的
存
在
 

 
 

体
 的
関
係
 

 
 

、
 種
々
の
 

 
 

由
は
説
明
 

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

と
 信
じ
 

 
 

在
り
方
と
 

 
 

在
 と
い
う
 

も
の
を
、
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
 

 
 

間
 の
 主
 

 
 

の
中
心
を
 

 
 

だ
か
ら
 霊
 

 
 

と
し
て
 経
 

 
 

接
 的
に
関
 



 
 

な
 経
験
を
 

 
 

、
し
か
 

 
 

と
こ
ろ
の
 

 
 

る
 独
立
性
 

 
 

主
体
よ
り
 

も
 霊
の
方
が
優
位
に
立
つ
に
至
っ
た
と
き
で
あ
る
。
 

 
 

で
 存
在
 

 
 

ね
に
直
接
 

 
 

ら
 分
離
し
 

 
 

か
ら
、
 壬
 
一
 
正
 

 
 

に
 思
考
の
 

 
 

的
 活
動
に
 

 
 

と
が
で
き
 

 
 

」
と
に
な
 

 
 

ほ
ど
に
 強
 

 
 

動
的
に
作
 

 
 

性
 を
も
っ
 

 
 

が
 逆
に
主
 

 
 

鼻
 の
う
ち
 

 
 

並
の
中
心
 

 
 

る
こ
と
に
 

胎
 
な
る
。
 

 
 

第
 

シ
ェ
イ
ム
ズ
の
経
験
論
と
宗
教
 

村
野
宣
男
 

 
 

的
 方
法
 

 
 

説
明
す
る
 

 
 

す
る
点
に
 

 
 

の
 経
験
論
 

 
 

ぅ
 と
す
る
 

 
 

も
の
で
あ
 

 
 

に
よ
り
、
 

 
 

い
て
は
、
 

 
 

験
を
考
え
 

 
 

お
り
、
 そ
 

 
 

に
お
け
る
 

 
 

る
 。
土
日
や
川
 

廿
咽
 

 
 

面
か
ら
 捉
 

 
 

に
又
 、
純
 

 
 

こ
の
純
粋
 

 
 

ジ
ェ
イ
 ム
 

 
 

整
せ
 わ
れ
 

 
 

と
い
う
 二
 

 
 

に
お
い
て
、
 55 (267) 



 
 

 
 

経
験
は
・
あ
く
ま
で
も
 経
 

 
 

意
識
の
背
 

 
 

る
 。
ジ
ェ
 

 
 

 
 

純
粋
経
験
が
超
越
と
内
在
 

 
 

が
で
き
な
の
媒
介
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

コ
リ
 l
 化
 

さ
れ
な
い
存
在
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
中
に
 

 
 

調
整
さ
れ
 

 
 

 
 

る
 神
の
概
 

池
上
皮
 正
 

 
 

ム
ズ
 は
 、
 

 
 

は
、
 神
は
 

 
 

な
 論
争
 

 
 

か
ら
を
 わ
 

 
 

 
 

こ
で
は
そ
の
中
 ら
 概
念
と
 

 
 

 
 

未
開
民
族
の
宗
教
現
象
に
 

 
 

 
 

 
 

て
い
る
。
 

縮
小
（
仮
に
こ
れ
を
彼
の
 

 
 

 
 

記
 し
た
い
。
集
約
的
考
察
 

 
 

 
 

特
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
 
と
ギ
 

 
 

の
 起
源
 L
 

を
 持
っ
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

両
者
の
考
察
を
比
較
す
 

 
 

 
 

最
古
の
宗
教
形
態
と
し
て
 

 
 

程
 の
一
端
 

 
 

は
 、
純
粋
を
覗
く
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

語
族
 が
 

 
 

の
 背
後
に
 

 
 

 
 

神
話
の
分
析
か
ら
、
三
層
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第一部会 

問用 れ し高高 り にてて る たが推挙の入側 論たイ の 

  

存 のて さ と 最最 が り つ れあ い判らがたて 的 給 れ ナ 

 
 

人
々
の
 日
 

 
 

点
で
あ
る
。
 

 
 

。
）
だ
が
 

 
 

性
と
 ・
 そ
 

が
 指
摘
さ
れ
る
。
 

 
 

事
実
誤
認
 

 
 

が
 重
視
 

 
 

て
い
る
 唯
 

 
 

を
 超
え
た
 

 
 

関
し
て
は
、
 

 
 

も
 拘
ら
ず
、
 

 
 

超
え
た
 推
 

定
 に
よ
っ
て
論
証
が
補
強
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

在
像
が
 

 
 

の
 著
作
に
 

 
 

れ
に
ふ
さ
 

 
 

資
料
を
突
 

 
 

0
 日
星
 
的
広
 

 
 

あ
る
と
 思
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すがの 物 態態神のそには い時 そのか 

  
理似 に的他も反すつのなが 化 時のつる の 

際 休憩と信 

  

神 
格 
イヒ 

の 

諸過 

程 

神る 誕が マ 人 参 明 なのが人あ 医 才人 

  
マ後も民 り 権 おと う 訴反 で重々 いシ と格 

  

  

こ てて 違 
と か権 手 を 
はる成苗 こ 

宗こを ・ え 
教 と持久 て 
のも ち 種現 
研 無事 ・ 代 
究 現実国人 

のむ 上伸しえにと 家 ・ ，   
通ず れて意義この 芸術 

で ょ種 ・ る 
あ う 々 機も ツ る ヵ -0 ン は廿机 ゎ @ Ⅱ 仏山一 @ ゎ @ け柑胆 ・ ハ @ 

格教欲あ 

  
程 現車 
を象上 
たを 視 
ど 呈 さ 
る しれ 
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ら
れ
る
 

 
 

は
 異
な
っ
 

 
 

で
な
く
、
神
の
 

 
 

 
 

 
 

」
ろ
は
 

 
 

名
曲
コ
曲
が
 

神
格
化
の
顕
著
な
例
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
 

 
 

に
お
 け
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

ば
 論
ぜ
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

は
ギ
リ
 

 
 

ぅ
 面
が
大
 

ふ
き
 

 
 

あ
る
が
 

 
 

歴
史
の
 
一
 

 
 

一
件
 等
が
 

関
係
し
て
く
る
。
 

 
 

重
要
性
 

 
 

間
 の
こ
と
 

ば
で
人
間
化
す
る
対
話
か
 
、
 0
 間
 題
 が
提
起
さ
れ
る
。
 

 
 

大
峰
 

 
 

年
 の
本
学
 

 
 

十
一
面
 尊
 

 
 

 
 

彦
山
と
の
 

 
 

州
 葛
城
 塞
 

 
 

利
益
の
た
 

 
 

峯
濯
頂
 を
け
 

 
 

 
 

を
 葛
城
 結
 

㏄
 

 
 

 
 

中
野
 
幡
能
 

１
人
 峯
 
・
葛
城
修
験
と
の
統
合
を
め
ぐ
っ
て
 ｜
 

筑
前
国
宝
満
山
の
峯
 入
 

 
 

生
命
の
問
 

 
 

0
 間
 題
 、
 

 
 

う
 創
造
と
 

終
末
の
問
題
等
々
が
関
連
し
て
く
る
。
 

 
 

後
に
お
 

 
 

の
 解
明
に
 

も
 役
立
っ
と
こ
ろ
が
多
 
い
 も
の
で
あ
る
。
 



録
は
近
世
以
後
の
春
、
秋
の
峯
入
の
記
事
で
あ
る
。
 

 
 

金
剛
界
 

 
 

峰
は
 
一
月
 

 
 

り
 九
月
 迄
 

 
 

略
す
る
が
、
 

 
 

、
胎
蔵
界
 

 
 

大
巡
行
」
 

 
 

れ
て
、
 一
 

 
 

禅
定
型
と
 

 
 

い
 う
 。
 禅
 

 
 

黒
 ・
日
光
 

 
 

密
 に
は
 

 
 

出
 で
は
 毎
 

 
 

城
 ・
 秋峯
 

 
 

出
 よ
り
 宝
 

 
 

秋
峯
 又
は
 

 
 

る
 。
こ
れ
 

 
 

口
 （
天
文
 

 
 

は
修
験
 印
 

 
 

求
 菩
提
、
 

 
 

m
 須
 逆
木
 

 
 

相
酌
の
 理
 

 
 

二
部
長
 
陀
 

 
 

れ
を
図
式
 

記注 のさ 大 あ とのと血餅 l 合格 真 『 大 役たるる期化 
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罪
悪
 観
と
 

 
 

の
 検
討
が
 

 
 

に
 留
め
て
 

 
 

て
き
た
も
 

 
 

の
で
あ
る
 

 
 

見
方
が
あ
 

美
佐
子
 

堀
 

 
 

自
身
の
感
 

 
 

 
 

す
べ
き
で
あ
る
。
 

 
 

の
虹
 ハ
が
 

巾
 

 
 

と
 認
め
ら
 

 
 

 
 

常
 観
は
人
間
や
世
界
の
無
 

 
 

 
 

を
 契
機
と
し
て
、
さ
ら
に
 

 
 

本
的
 性
格
 

 
 

と
い
う
こ
 

 
 

は
 、
諸
経
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

史
を
辿
 

 
 

ぎ
な
い
。
 

 
 

 
 

、
そ
こ
で
の
問
題
点
を
 

 
 

蓮
如
を
位
把
握
し
て
み
よ
う
。
 

 
 

観
 発
展
 

 
 

お
 げ
る
 虹
 

 
 

 
 

な
論
点
は
、
日
本
に
お
い
 

 
 

常
額
（
 無
 

察
し
た
い
。
 

 
 

 
 

期
は
 「
徒
然
草
し
の
中
 

 
 

 
 

一
の
所
説
に
属
さ
ぬ
 
諸
議
 

 
 

 
 

で
、
そ
の
う
ち
特
に
注
目
に
価
 

 
 

 
 

 
 

第
二
部
会
 

蓮
如
と
無
常
観
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注
目
す
 

 
 

の
 思
想
を
 

 
 

）
と
に
 区
 

 
 

中
に
深
く
 

 
 

観
は
仏
教
 

 
 

は
 中
世
 以
 

降
 で
あ
る
と
見
る
点
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

下
の
指
摘
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

胸
間
接
 

 
 

あ
る
こ
と
 

 
 

土
の
教
え
 

 
 

る
 聴
聞
者
 

 
 

ら
れ
る
。
 

 
 

ら
ぬ
 求
 

 
 

磐
 と
い
わ
 

 
 

衆
の
心
性
 

 
 

見
ら
れ
る
 

 
 

い
た
と
 見
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

木
村
清
孝
 

 
 

の
 一
一
身
 

 
 

説
か
れ
る
 

 
 

か
し
、
 
こ
 

 
 

れ
は
、
 
思
 

 
 

し
て
し
ま
 

ぅ
 と
い
う
危
険
で
あ
る
。
 

 
 

何
で
あ
 

 
 

、
そ
れ
は
 

 
 

中
国
弘
 

 
 

る
 。
 

 
 

て
、
仏
 

 
 

は
 、
お
そ
 

 
 

お
い
て
 筆
 

 
 

を
 
一
方
に
 

 
 

位
置
づ
 け
 

 
 

一
一
一
一
一
一
 

P
 

 
 

そ
の
も
の
 

 
 

タ
マ
 
・
 ブ
 

 
 

か
な
る
 過
 

「
道
徳
」
的
仏
身
観
に
つ
い
て
 

(274) 62 



第二部会 

的 ら こ 論源 「 い 化体のい 漢 すののを 即教 
把似 れろ理性 神持 さ博文 5 組 る仏 「行色界『 

 
 

の
仏
 

 
 

ば
 

 
 

解
釈
 

 
 

し
て
 

 
 

か
れ
 

 
 

一
致
 

 
 

「
 後
 

 
 

」
と
 

 
 

中
期
 

 
 

迫
め
 

 
 

り
純
 

 
 

、
若
 

 
 

こ
こ
 

ヰ
 
ハ
ル
 

 
 

の
根
 

 
 

済
 め
 

 
 

り
ど
 

 
 

感
ぜ
 

る
 。
 

 
 

徳
 」
 

 
 

代
に
 

 
 

あ
る
。
 な
 

 
 

そ
れ
は
 

 
 

」
せ
る
も
 

の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 

ぬ
俗
の
 

 
 

 
 

た
が
、
今
 

6
 

 
 

 
 

 
 

捉
が
 決
し
 

 
 

よ
 う
 。
 

「
道
徳
」
の
観
念
自
体
の
変
化
は
あ
る
と
し
て
も
、
で
あ
る
。
 

 
 

的
で
あ
 

 
 

観
の
面
に
 

 
 

な
い
。
 そ
 

 
 

、
中
国
 仏
 

 
 

慧
遠
 
二
一
 

 
 

筆
者
に
は
 

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

西
行
の
宗
教
的
希
求
   

 
 

円
 魏
書
 口
 

 
 

済
 う
に
湛
 

 
 

れ
ど
も
、
 

 
 

で
は
な
い
。
 

 
 

た
 日
比
 
木
 

 
 

、
そ
の
 改
 

 
 

い
る
。
 



 
 

-
@
 
 

ヰ
ハ
 
ト
 
：
Ⅴ
 
。
 

 
 

集
に
ょ
 

 
 

の
う
ち
 宗
 

 
 

し
た
も
の
、
 

 
 

た
 理
想
へ
 

 
 

お
よ
び
 逃
 

 
 

、
 四
は
人
 

 
 

の
と
い
え
 

 
 

あ
ら
れ
 さ
 

れ
た
も
の
を
あ
わ
せ
て
考
察
し
た
 
い
 。
 

 
 

が
で
き
 

 
 

る
と
ど
 う
 

 
 

て
 整
理
し
 

て
み
る
と
次
の
よ
う
な
型
が
あ
る
よ
 
う
 に
思
 う
 。
 

 
 

だ
も
の
、
 

 
 

の
い
と
」
 

 
 

れ
て
 宿
と
 

 
 

い
 関
係
は
 

な
 

 
 

立
っ
 沢
 

 
 

れ
ド
 
ハ
フ
 
い
か
Ⅰ
 

旺
 
-
m
 

 
 

ら
で
あ
る
。
 

 
 

い
る
。
 
こ
 

の
種
の
も
の
を
「
も
の
の
あ
は
れ
型
」
と
 
よ
ぶ
 。
 

 
 

て
 苦
悩
 

4
 

 
 

 
 

「
さ
び
し
 

 
 

に
 代
表
さ
の
 

 
 

、
し
か
も
㏄
 

 
 

盾
が
 西
行
 

 
 

れ
ず
に
、
 

 
 

的
 境
地
に
 

至
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
 

 
 

ぅ
 積
極
 

 
 

出
 こ
ず
ゑ
 

 
 

は
 花
の
下
 

 
 

れ
て
い
る
 

 
 

し
 融
合
す
 

 
 

よ
う
と
す
 

 
 

何
者
の
入
 

る
 余
地
も
な
い
。
 

 
 

型
は
主
 

 
 

の
 独
居
の
 

 
 

と
な
っ
て
 

 
 

わ
り
で
は
 

 
 

極
的
 境
地
 

 
 

に
ひ
た
り
 

 
 

矛
盾
の
解
 

決
を
西
行
は
 、
 桜
の
花
に
見
出
し
て
い
る
よ
さ
に
思
え
る
。
 



第二部会 

 
 

理
解
し
 

 
 

ぅ
 概
念
が
 

 
 

用
語
で
あ
 

 
 

に
 捉
え
る
 

 
 

に
 銃
口
遊
 
碕
叩
 

 
 

と
で
あ
る
 

 
 

無
 条
件
に
 

 
 

植
物
共
同
 

 
 

環
境
条
件
 

 
 

人
文
等
 

 
 

化
現
象
と
 

 
 

土
 な
い
し
 

 
 

に
 分
布
し
 

 
 

い
 う
 と
き
、
 

鈴
木
 
格
禅
 

宗
教
的
植
生
に
つ
い
て
 

 
 

の
中
に
 

 
 

 
 

 
 

人
間
関
係
 

思
う
。
 

，
 

 
 

ら
れ
る
 ょ
 

 
 

 
 

の
 ひ
ろ
が
 

 
 

 
 

教
を
個
人
 

外
的
に
機
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

の
二
 要
因
 

 
 

っ
た
 歴
史
 

 
 

0
 々
ホ
教
の
 

 
 

諸
現
象
 諸
 

 
 

内
的
 素
 

 
 

こ
と
が
で
 

き
 る
 。
 

 
 

得
、
理
 

 
 

が
 流
動
的
 

 
 

不
教
圏
内
 

 
 

宗
教
地
図
 

 
 

（
権
力
）
 

 
 

治
権
力
も
 

 
 

的
 ）
 、
顕
 

 
 

有
力
化
 ま
 

 
 

植
生
は
変
の
 

 
 

 
 

消
極
的
 諸
 

㏄
 

囚
を
有
 つ
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
 

 
 

 
 

昔
 演
説
 

6
 



動
 
（
上
上
下
）
 

 
 

、
底
辺
 

 
 

基
層
。
 

俗
 、
暗
黒
、
染
汁
。
 

3
 
G
M
 

は
、
個
人
と
神
（
宗
教
）
と
の
か
か
わ
り
あ
い
。
 

 
 

あ
 い
 。
 

5
 
a
 は
 、
神
 
（
宗
教
）
が
人
間
を
限
定
す
る
方
向
。
 

6
 
b
 

は
、
人
間
が
神
（
宗
教
）
を
限
定
す
る
方
向
。
 

 
 

ロ
シ
 

 
 

く
、
ソ
ビ
 

 
 

無
神
論
を
 

 
 

ぅ
 。
十
九
 

田
口
貞
夫
 

近
代
ロ
シ
ア
宗
教
思
想
の
諸
問
題
 

（
 
註
 ）
 

l
 
G
 ㈹
は
、
宗
教
的
 

世
界
、
神
（
 仏
 ）
の
 

世
界
、
一
個
の
宗
教
、
 

聖
、
光
明
、
清
浄
。
 

宗
教
発
達
の
相
（
 下
 

@
 七
 ）
末
法
史
観
 

（
上
上
下
）
教
宣
 活
 

  
r- 一                     
    

G ㈹       
  

Ⅲ 尹 l// 
      一 Ⅱ (P) 

  

  

 
 

得
ら
れ
よ
 

@
O
 

 
 

て
、
め
 
ホ
教
 

 
 

誠
 に
よ
っ
 

 
 

実
に
機
能
 

 
 

は
 一
個
の
 

 
 

誠
 に
よ
っ
 

 
 

ぅ
 こ
と
で
 

 
 

初
地
。
 

回
心
、
 等
 ）
 

 
 

反
対
 方
 

向
 に
は
た
ら
く
 力
 を
も
含
む
）
。
 

 
 

、
 種
々
 な
 

 
 

極
度
に
発
 

 
 

朴
な
 宗
教
 

 
 

の
中
に
も
、
 

 
 

植
生
を
も
 

 
 

性
格
上
、
 

 
 

び
 宗
教
 意
 

 
 

導
入
さ
る
 

 
 

植
生
と
異
 

 
 

化
す
る
こ
 

と
は
で
き
な
い
。
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ヨ
 一
 
l
 p
 

 
 

の
中
で
 

 
 

思
想
は
以
 

 
 

 
 

 
 

ロ
シ
ア
 

 
 

い
た
こ
と
 

は
 重
要
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

右
 の
 正
 

 
 

ロ
シ
ア
 

 
 

ヰ
 下
の
精
 

 
 

て
 十
四
世
 

 
 

等
の
影
響
 

 
 

俗
化
に
伴
 

 
 

フ
 派
が
 勢
 

 
 

、
爾
後
、
 

 
 

修
道
主
義
 

 
 

対
象
に
変
 

 
 

っ
た
 。
 モ
 

 
 

が
 普
及
し
 、
 

 
 

ら
 、
専
制
 

 
 

も
生
じ
た
。
 

 
 

わ
れ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

治
権
力
と
 

 
 

、
宗
教
本
 

 
 

道
 主
義
が
 、
 

 
 

、
正
教
の
 

 
 

た
と
い
え
 

よ
方
 
Ⅰ
 ノ
 
0
 

 
 

恋
 は
 、
 

 
 

正
教
信
仰
 

 
 

活
か
さ
れ
 

 
 

念
 ほ
と
ど
 

 
 

思
想
家
の
 、
 

 
 

も
た
れ
、
 

 
 

て
 、
実
現
 

 
 

に
基
く
社
 

 
 

い
て
は
、
 

 
 

 
 

 
 

思
想
家
 

 
 

て
い
た
こ
 

 
 

フ
等
に
 、
 

 
 

与
え
た
と
の
 

 
 

 
 

で
は
、
 
た
 

㏄
 

 
 

き
た
。
 
そ
 

7
 

 
 

 
 

尊
重
、
 
パ
 



 
 

計
二
敗
 

渤
海
国
Ⅱ
政
二
束
竹
園
 -
 領
掌
 也
 。
 

 
 

言
及
し
 、
 

 
 

て
 、
す
で
 

に
 私
闘
の
罪
を
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

国
 の
 印
 

 
 鑑

を
 愛
顧
 し
、
 

 
 

公
家
 -
 

平 た て る イ ン 

と 千之 伏 に天 と 、 と ョ の     さ の し フ 等   
。 a"  四   口   

  理て件た 
の 念い にか 
  

不軸牡 

の な っ ら 
具い い だ 

観 
体 がて と   的 、 はい 

暴原 五 な フ 、 わ 

日、 
実 ィ たれ 

新皇 百日 引戸前 現 ョ だる 
の ド         

  万目 法 フル マベ ル 
  を は キ ジ   

よ そ ズェ 
く れ ム フ 

示 等に等 
しを類は 
て通似     い し す フ 

 
 

郷
 に
あ
り
、
 

 
 

の
 三
男
）
 

 
 

卜
は
 
、
見
分
行
 リ
 

 
 

 
 

 
 

伎
 の
こ
と
 

 
 

あ
ろ
う
。
 

ぬ
さ
 

 
 

 
 

二
 O
 二
 

 
 

念
の
深
い
 

 
 

と
い
う
 托
 

 
 

時
代
に
 、
 

迫
真
の
霊
魂
が
巫
女
の
口
か
ら
 表
 わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
 

 
 

撰
 ん
だ
 人
 

 
 

 
 

横
島
・
 
埴
 

 
 

 
 

目
 従
セ
 位
 

 
 

霊
魂
 

  

  

 
 

 
 

ム
フ
 

 
 

 
 

 
 

-
 
記
 b
 ）
 

 
 

 
 

る
人
 ）
 

 
 

に
よ
る
。
 

 
 

 
 

宿
弥
 浄
人
 

た さ 
有時 せ     

" う 

日 日 と 

    
/ Ⅰ ル   

幡 就 

太 る   
薩 ， 二 

使 一 O@ ， 与 

  
位 ， 除 

  
子 つ 

( 恭 0) 

正
泰
二
事
中
伏
。
 

 
 

 
 

 
 

を
 承
認
 



第二部会 

  

  

大命 っ 宗太 もて的と 制 々 で門 に百 城常二 二に 人 
  

し 斤目 亘 ノ、 と 

  
の 人 と な 酉 。 を 鏑 二で平城 

五 

  に有 、 九 ぅて暦る構官辣 ， 也 

69  (281) 



 
 

死
者
 供
 
0
 

 
 

 
 

な
っ
て
し
 

 
 

 
 

 
 

小
野
泰
博
 

 
 

 
 

祖
先
的
な
面
が
仏
教
に
吸
 

 
 

 
 

村
の
鎮
守
に
な
っ
て
い
る
 

 
 

 
 

寺
 と
の
関
係
が
家
単
位
に
 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

竹
田
 聴
州
 

 
 

 
 

な
い
宝
器
で
あ
る
」
で
 

 
 

般
 に
思
し
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
み
ら
れ
る
。
 

 
 

者
の
ア
ン
  

 

0
 名
が
 

 
 

ン
や
 
。
 
コ
｜
  

 

の
 儀
式
に
 

 
 

 
 

そ
し
て
さ
ら
に
、
 

い
 わ
 ゆ
 

 
 

 
 

 
 

モ
ン
 
漏
中
 

が
 別
個
独
立
の
神
と
し
て
 

 
 

御
す
る
 
祀
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

で
は
 プ
 ロ
 

 
 

て
み
る
と
、
 

 
 

為
政
者
の
 

 
 

 
 

れ
ば
、
民
衆
の
中
で
っ
 

く
 

あ
る
。
こ
の
前
者
の
系
譜
が
 

タ
 タ
ル
祖
霊
で
あ
る
。
 

 
 

て
こ
 空
思
 

こ
こ
に
あ
る
。
 

タ
タ
 リ
 の
祖
霊
型
と
非
祖
霊
型
 



 
 

金
光
教
 

 
 

れ
も
病
気
 

 
 

か
 え
か
ら
、
 

 
 

の
み
ち
）
 

 
 

お
い
て
き
 

た
 

 
 

の
ど
の
 

 
 

と
が
顕
著
 

 
 

生
木
 
祖
 」
 

 
 

五
段
に
分
 

 
 

れ
を
最
上
 

 
 

ま
さ
れ
ず
、
 

 
 

い
 う
 遠
祖
 

 
 

こ
と
は
 霊
 

 
 

く
り
、
 こ
 

 
 

り
 方
の
規
 

 
 

っ
て
よ
い
 

 
 

の
 売
上
げ
 

 
 

の
再
 融
合
 

 
 

な
ぎ
と
め
 

 
 

は
 リ
フ
ト
 

 
 

テ
 軸
に
も
と
め
 

紅
る
 東洋
人
共
通
の
心
性
再
生
産
で
も
あ
ろ
う
か
。
 

  

来同体るに に 者 、 係れ 比確お その べシな 

禅 
体 
験 
の 

表 
現 
v ブ し 
つ 

い 

て 

71 (283) 



 
 

と
い
え
 ょ
 

 
 

も
の
を
 軽
 

 
 

、
東
洋
に
 

 
 

 
 

内
包
す
る
 

（
 
2
 ）
 

 
 

目
ル
，
 

え
る
。
 

 
 

西
田
哲
 

 
 

決
し
て
 起
 

 
 

あ
っ
た
。
 

 
 

い
 わ
 ゆ
 

 
 

は
 覆
え
な
 

い
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
 

 
 

ヨ
然
 弁
 

 
 

が
な
 

 
 

 
 

何
ら
か
 

 
 

の
 体
験
 表
 

 
 

通
し
て
の
 

 
 

表
現
の
一
二
 

 
 

べ
き
は
、
 

 
 

の
 試
み
は
 

全
く
な
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
 

 
 

代
 の
 先
 

 
 

し
て
い
る
。
 

 
 

戻
す
手
段
  

 

は
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

、
た
と
 

 
 

実
践
哲
学
の
 

 
 

 
 

ろ
 う
 。
 特
 

㏄
 

 
 

し
 、
自
我
 

 
 

れ
で
も
 表
 

 
 

た
 、
真
摯
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

そ
、
か
 

 
 

何
で
あ
ろ
 

 
 

く
 主
体
の
 

 
 

る
 。
そ
し
 

 
 

の
 否
定
の
 

表
現
で
あ
る
。
 



 
 

て
、
資
 

 
 

ユ
 @
 

ア
メ
リ
力
革
命
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
 

 
 

す
る
論
戦
 

 
 

で
き
る
か
 

野
村
文
子
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

急
進
主
義
は
 、
ョ
 ー
ロ
ッ
 

時
代
の
急
進
主
義
を
指
摘
 

ム
ロ
す
る
も
の
と
し
て
、
 ィ
 

ド
の
 ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
 

く
 ム
ロ
 
理
 主
義
、
イ
ギ
リ
 

書
 に
取
り
 

ラ
 ア
メ
リ
 

い
 出
し
た
 

 
 

お
よ
び
、
 

発
展
的
に
継
承
し
て
い
る
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
 

 
 

イ
ギ
リ
  
 

て
 結
実
し
 

 
 

 
 

ぅ
 認
識
に
結
集
さ
れ
た
 
当
 

 
 

 
 

る
 権
力
（
Ⅱ
イ
ギ
リ
ス
）
 

 
 

 
 

も
っ
た
。
以
上
が
、
ベ
イ
 

 
 

、
こ
の
点
リ
ン
の
見
解
の
要
約
で
あ
る
。
 

 
 

役
割
に
 

 
 

人
々
の
  

 

、
 彼
の
 、
 

心
と
魂
の
う
ち
に
あ
っ
た
」
と
、
端
的
に
表
現
し
て
い
る
。
 

 
 

メ
り
 力
革
 

 
 

わ
 け
、
 

 
 

イ
リ
ン
命
を
、
「
社
会
的
、
政
治
的
分
野
に
お
い
て
、
 混
乱
し
た
諸
分
派
を
高
度
 

 
 

 
 

老
化
し
た
運
動
」
と
定
義
し
 、
 

 
 

 
 

構
造
の
変
形
に
求
め
た
。
言
い
 

 
 

命
 と
い
う
 

73 ( 毬 5) 



宗 ぅ の決 
教 な努 し 「 

人間 + あ 、 問 「 を 力 士 て 

そ 題は活の 
の解 じの 問 
果決め 順題   
能 」 呪い 直 
がの 街 と 面 
少所 ， な し 

  
肖 事 る術し昔 こ、 た通 者 にがしと人 とそい、 人 
と で て ね は 

  
の なの思の る 、 な性ィ わ多メ 構れ 

  

響 で想 ギのえ 、 に な 合ァカあ 
し 自内 り 役て こ はか し メ を り 

今 ぅ 立 しの国を 郡ス割 みれ れ をイラ " ろ たり 最力 持 っこ " 
つ き宗が 、 

て よ 教ぃそ 我 

はぅ 究 。 も " そ " の 閃 光   
性 も よめ解 

も う 分数 考は 、 キ か 良吏てれ 
の る 裂 会え 、 さ り 。 の全い ら 
で もに と る 沈 も ス 例体 る は 

  
格
 を
も
つ
と
こ
ろ
に
特
徴
が
み
と
め
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
だ
 

 
 

も
ふ
く
め
の
 

 
 

よ
う
な
 状
 

②
 

 
 

と
い
う
こ
 

 
 

在
感
 
・
 充
 

実
感
を
あ
じ
わ
 う
 、
と
い
う
反
応
を
お
こ
す
こ
と
も
あ
る
。
 

 
 

0
 間
 題
 

 
 

の
 反
応
に
 

 
 

に
ま
き
こ
 

 
 

を
 玩
味
す
 

 
 

し
も
最
終
 

 
 

の
 芸
術
で
 

 
 

る
と
言
 う
 

 
 

中
心
と
し
 

た
も
の
を
、
文
学
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
お
く
。
）
 

 
 

服
 の
た
 

 
 

っ
て
こ
の
 

 
 

の
 死
が
 、
 

 
 

人
間
は
）
 、
 

 
 

在
 感
が
 、
 

 
 

城
の
崎
に
 

 
 

6
5
 。
 

 
 

い
っ
て
 



第二部会  
 

 
 

る
 尺
度
と
い
う
こ
と
も
あ
 

 
 

 
 

ず
い
た
尺
度
と
い
う
も
の
 

あ
る
。
 

 
 

そ
の
追
求
 

 
 

し
あ
ぅ
 

の
 諸
段
階
と
い
う
よ
う
な
尺
度
で
あ
る
。
 

 
 

居
す
る
こ
 

 
 

る
 指
向
 

と
も
あ
り
 ぅ
る
 。
 

 
 

向
を
示
唆
 

 
 

 
 

が
 示
さ
れ
る
と
い
う
わ
 

 
 

死
を
見
つ
け
で
あ
る
。
 

 
 

ん
げ
」
 や
 

 
 

一
 コ
ラ
イ
 

折
口
信
夫
の
民
俗
学
と
宗
教
 

 
 

 
 

 
 

が
、
客
 

唯
珪
 

"
 
八
 
%
 

農
園
 

観
的
 観
照
の
眼
を
く
も
ら
せ
る
場
合
も
少
く
な
い
。
 

 
 

え
て
い
 

 
 

か
 。
 人
 

 
 

 
 

科
学
で
あ
っ
た
が
、
同
時
 

 
 

 
 

考
え
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
 

 
 

で
き
る
。
 

生
ま
れ
た
と
言
え
よ
う
。
 

 
 

 
 

な
 宗
教
性
と
い
う
伝
統
 

 
 

 
 

ぅ
 こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
 

 
 

 
 

お
っ
て
と
ら
え
て
み
た
い
。
 

 
 

 
 

 
 

危
険
で
す
ら
あ
る
。
 

 
 

 
 

あ
る
古
代
か
ら
残
っ
て
 
き
 

7
5
 

 
 

 
 

性
は
制
度
化
さ
れ
た
観
念
 



 
 

 
 

の
中
に
歪
曲
さ
れ
、
抑
圧
 

 
 

み
に
出
す
 

 
 

は
 国
学
、
 

 
 

 
 

た
 観
念
と
内
発
的
な
宗
教
 

 
 

 
 

判
 の
 字
 と
な
る
。
 

 
 

 
 

  

 
 

で
、
 歴
 

 
 

 
 

か
え
て
、
遠
い
、
 
永
 遠
の
神
 

 
 

 
 

 
 

て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

れ
た
内
発
的
な
宗
教
性
は
 、
 

 
 

 
 

な
い
。
そ
の
た
め
に
、
 予
 

 
 

 
 

形
成
が
必
要
で
あ
る
と
さ
 

 
 

し
て
の
 局
 

れ
た
。
 

面
 が
あ
る
。
 

 
 

発
 的
な
 

 
 

 
 

し
て
、
解
体
促
進
を
主
 

ト
 、
鎮
魂
な
ど
の
古
代
信
仰
の
モ
デ
ル
が
定
式
化
さ
れ
る
。
 

 
 

主
義
も
現
実
離
れ
し
て
 ぃ
 

 
 

 
 

の
 態
度
形
成
で
あ
る
こ
と
 

 
 

 
 

念
の
批
判
を
く
み
こ
む
こ
 

 
 

口
 が
や
っ
 

見
ら
れ
る
。
 

 
 

 
 

求
め
る
こ
と
は
、
我
々
 

 
 

 
 

内
発
的
な
宗
教
性
を
 

 
 

 
 

お
、
 ム
ロ
 
理
 的
な
未
来
へ
の
 

 
 

方
法
が
不
 

 
 

発
生
し
、
 

 
 

た
 観
念
と
 

可
 欠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

(288)  76 



R
 
.
 

ア
ビ
 
ト
 

 
 

察
な
い
 

 
 

大
乗
仏
教
 

 
 

 
 

 
 

十
方
遍
満
 

 
 

察
 、
そ
し
 

 
 

れ
る
。
 

ま
 

 
 

書
 が
必
し
 

 
 

な
 展
開
が
 

進
め
ら
れ
た
。
 

意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
 

 
 

を
 伝
え
 

 
 

る
が
、
 
そ
 

 
 

さ
れ
る
 

自
 

 
 

お
い
て
 

法
 

 
 

に
種
々
の
 

 
 

で
あ
る
。
自
性
 

 
 

 
 

仏
身
論
の
 宗
教
的
意
義
 

 
 

こ
と
を
な
 

す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
 

 
 

多
少
 

 
 

Ⅰ
 
更
 ～
の
Ⅰ
 

Ⅰ
・
 

か
｜
 
晦
 

 
 

伝
え
る
こ
 

 
 

如
来
法
身
 

 
 

ヴ
乱
 二
の
）
 

 
 

え
る
と
い
 

 
 

は
は
た
ら
 

 
 

成
就
と
刺
 

 
 

ア
つ
ぶ
 

T
 
㍉
 荘
 

 
 

成
就
は
第
 

 
 

い
て
説
か
 

 
 

を
ゆ
る
 さ
 

 
 

運
上
い
く
 

 
 

諭
 し
の
 二
 -
 

 
 

 
 

の
 一
一
種
の
 

は
た
ら
き
に
 よ
 る
区
別
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

異
 な
示
 

 
 

こ
と
に
お
 

 
 

如
来
の
木
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
 如
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
は
た
ら
 



小
池
良
之
 

 
 

著
し
て
 

 
 

生
伝
ヒ
、
 

 
 

蓮
禅
の
 

 
 

高
野
山
 

 
 

、
死
後
 極
 

 
 

ぅ
 立
場
か
 

 
 

の
で
、
 道
 

 
 

 
 

 
 

界
 と
等
し
 

 
 

八
 理
智
 不
 

 
 

 
 

あ
ら
わ
れ
 

 
 

 
 

り
 、
 特
且
た
 

 
 

）
と
し
て
 

 
 

 
 

 
 

の
と
見
ら
 

 
 

な
あ
り
か
 

 
 

）
を
ほ
の
 

 
 

る
 諸
問
題
 

 
 

学
の
観
点
 

 
 

も
の
で
あ
 

る
と
い
 わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

往
生
伝
に
お
け
る
生
と
死
 

    
(290)  78 



 
 

 
 

啄
木
の
「
時
代
閉
塞
の
現
 

 
 

 
 

啄
木
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
 

 
 

 
 

さ
れ
、
ま
た
両
者
に
共
通
 

 
 

が
、
 ど
 う
  

 

問
題
意
識
 

 
 

 
 

（
坂
上
博
一
）
も
あ
る
。
 

 
 

 
 

形
成
さ
れ
て
ゆ
く
大
正
の
 

 
 

 
 

る
 晩
年
の
宗
教
へ
の
傾
斜
 

 
 

 
 

折
と
 見
て
い
る
。
が
ら
ん
 

 
 

 
 

し
か
し
宗
教
へ
の
傾
斜
を
 

 
 

 
 

魚
住
研
究
の
多
く
が
主
に
 

 
 

な
 っ
げ
ら
  

 

て
き
た
こ
 

 
 

 
 

極
 的
に
は
後
世
史
家
に
 ょ
 
 
 

 
 

。
と
し
て
も
そ
の
前
に
 、
 

 
 

 
 

如
何
な
る
意
味
を
も
っ
て
 

 
 

 
 

十
セ
 年
余
の
若
 い
 生
涯
を
 

 
 

て
い
る
。
  

 

ざ
し
て
 生
 

 
 

た
の
で
あ
 

 
 

問
題
と
渡
 

魚
住
 影
 雄
の
宗
教
観
 

り
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

あ
る
。
 

松
本
浩
一
 

 
 

文
筆
の
上
 

 
 

涯
 と
は
言
え
、
  

 

か
せ
て
い
 

 
 

 
 

 
 

79 (291) 



 
 

問
 関
係
へ
 

 
 

ど
に
よ
っ
 

 
 

 
 

 
 

な
ら
な
い
 

 
 

す
る
。
 

 
 

の
 全
容
 

 
 

学
 在
校
時
 

 
 

せ
ん
が
た
 

 
 

「
東
京
 独
 

 
 

外
的
活
動
 

 
 

更
に
森
川
 

 
 

し
 、
そ
の
 

 
 

0
 間
 題
を
、
 

 
 

観
の
神
を
 

 
 

確
立
し
 、
 

 
 

死
に
神
の
 

 
 

ロ
セ
ス
は
 

 
 

霊
的
要
求
 

 
 

生
時
代
Ⅱ
 

 
 

る
 。
 

 
 

た
 網
島
 

 
 

が
あ
る
。
 

 
 

で
に
発
表
 

 
 

た
 い
 。
 梁
 

  

  
私鉄 不 

の 親様の 花め 人 はる 主 ， の と を現教 
と 
諸 

形を々 文のた間 度 第観デ 前 し適 象の 関係 とるを と 具 な 化と 間の 者だ の実 応 と 一動 的な 提と て 、 確に の間 宗教 

る べ宗的 。 体の相げ 相互がの 存 し因も てでの レな l る観 客家はは 微才、 

  

で 話と 及お導あ 約ばて う 素 象 り 場本 
" で " ょは学 6 合 質 

  
  

・す それて 構人 とも き 的 象る 

そ川 
の の 

糸見 
識神 
の に 

考み 
究 ら 
と れ 
し る 

て 明 
魚 、 治 
住神 
の秘、 
宗主 
教義 
な さ と 
り そ 
あ の 
げ周 
た辺 
0 世 
で界 
あ と 

る。 上 のヒ 

較、 

(292) 80 



 
 

あ
り
、
 

 
 

理
 と
お
き
 

 
 

し
た
と
き
 

で
あ
る
。
し
か
し
儀
礼
廃
止
は
不
可
能
で
あ
る
。
 

 
 

を
 保
持
 

 
 

を
も
た
な
 

く
て
は
、
宗
教
と
し
て
不
完
全
で
あ
る
。
 

 
 

間
 の
 経
 

 
 

対
す
る
人
 

 
 

が
あ
る
。
 

 
 

は
 驚
異
と
 

 
 

、
そ
の
 特
 

殊
 性
で
あ
り
、
そ
の
伝
統
に
お
け
る
 
王
な
 関
心
で
あ
る
。
 

 
 

合
 的
機
 

 
 

抽
象
的
で
 

 
 

教
の
表
現
 

 
 

そ
れ
を
 テ
 

 
 

 
 

 
 

表
現
 と
 

 
 

て
い
る
が
、
 

 
 

、
第
二
は
 

 
 

示
の
多
様
性
で
 

 
 

 
 

っ
て
 、
  
 

る
 。
そ
こ
 

 
 

駒
方
法
と
 

 
 

 
 

格
 

越
 

 
 

的
の
 

比
 

学
も
 

教
 

，
サ
 

メ
 
、
 

苦
 る
 

山
本
 

 
 

ダ
諸
 

教
な
 

的
 

 
 

教
 
約
一
 

存
論
 

一
の
 

宗
聖
 

類
弓
 
格
 ¥
 ィ
系
ズ
宗
ヴ
シ
 

 
 

実
 

 
 

 
 

一
 ：
ト
一
 

 
 

4
 例
 3
 例
 プ
 2
 例
 1
 例
 

 
 

聖
美
里
美
 ジ
型
 実
里
美
 

 
 

類
類
ェ
類
類
 

な
 

的
 

限
定
 

 
 

の
 相
互
 81 (293) 



 
 

と
、
 

 
 

一
人
死
 

 
 

つ
け
て
は
 

 
 

「
三
人
の
 

 
 

わ
る
い
」
 

 
 

」
と
は
、
 

 
 

特
殊
の
 

 
 

に
 、
位
置
 

的
に
中
間
が
特
異
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

ほ
 つ
い
て
 

 
 

立
方
柱
な
 

竹
中
信
博
 

三
人
の
タ
フ
 ｜
 

 
 

の
 関
与
の
 

 
 

提
 が
あ
り
、
 

 
 

も
 排
他
的
 

 
 

の
で
は
な
 

 
 

わ
り
の
 有
 

 
 

他
宗
教
に
 

開
か
れ
た
態
度
を
も
っ
。
 

 
 

れ
の
 住
 

 
 

こ
と
に
よ
 

 
 

れ
る
が
 

 
 

け
ら
れ
 

 
 

 
 

 
 

と
な
る
。
 

 
 

に
は
な
れ
 

 
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

年
日
 
目
 コ
リ
Ⅰ
 

（
 
4
 ）
 

石
臼
。
 年
 と
し
状
態
化
し
た
の
で
あ
る
。
 

なそ に 

      は 

ン両い 

り 神地 こ 

  
はあ の塊 は呂 l ェ し 二 もる 
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第二部会 

      

目 ま 

  
と しる 占 こ し し鹿 内 奏 に集百 奈 宿 

  

昭 

  

合
宿
に
 よ
 る
教
化
法
の
考
察
 

83  (295) 



 
 

十
八
名
の
回
答
者
の
年
代
と
職
業
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

 
 

、
自
己
 

礼
代
田
代
弗
化
㏄
 代
ム
ヨ
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 男
 ）
 

 
 

を
 求
め
て
い
る
 姿
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8
 
 

勢
が
回
答
者
に
見
ら
れ
る
。
 

（
サ
ハ
）
 

 
 

の
 よ
 う
 

 
 

な
 点
が
課
題
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 男
 ）
 

 
 

ら
い
 自
 

（
 
3
 ）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 女
 ）
 

 
 

小
集
団
」
活
動
で
 

 
 

 
 

に
ま
で
規
律
性
が
要
求
 

 
 

 
 

が
 課
題
で
あ
る
。
㈲
 他
と
 

 
 

多
い
。
 

 
 

起
 で
あ
る
 

 
 

 
 

養
 乃
至
修
行
は
利
他
行
 

な
る
。
 

 
 

る
 。
㈲
 

 
 

 
 

一
般
に
思
わ
れ
て
い
る
 

（
カ
ッ
コ
内
は
回
答
 例
 ）
 

 
 

自
己
を
常
 

 
 

 
 

に
な
る
こ
と
を
説
く
の
 

る
 ）
 

 
 

課
題
と
な
 

 
 

生
き
方
 

る
 。
 

 
 

 
 

研
修
 口
 

る
 衆
の
 力
 に
よ
っ
て
自
分
の
在
り
方
を
学
ぶ
場
で
あ
る
。
 

仏
参
照
。
 

㈲
参
加
し
て
ど
の
よ
う
な
収
穫
を
得
て
い
る
か
。
 

 
 

四
回
以
 

 
 

で
き
る
。
 

土
 の
神
駒
ム
ロ
宿
を
行
っ
て
い
る
。
 

（
 他
 と
と
も
に
あ
る
自
分
で
あ
る
と
気
づ
く
）
 

㈹
「
小
集
団
を
み
つ
め
て
」
（
人
間
の
科
学
社
）
参
照
。
 

 
 

れ
る
。
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第二部会 

 
 

仏
が
伝
 

 
 

禅
門
に
あ
 

 
 

し
た
、
 い
 

わ
ゆ
る
禅
門
念
仏
を
継
承
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

味
 を
明
 

 
 

仏
の
起
源
 

の
一
 形
態
を
学
ぶ
こ
と
に
あ
る
。
 

 
 

黛
編
）
 

 
 

の
 直
接
の
 

 
 

勧
請
に
あ
 

 
 

下
口
 

出
胆
が
、
 

 
 

人
の
求
め
 

 
 

き
か
け
た
 

 
 

誠
述
目
 
で
 

 
 

十
二
 往
 

 
 

亡
ひ
レ
、
 
コ
人
 

 
 

化
に
対
す
 

る
 執
意
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
 

 
 

と
 名
付
 

渡
辺
高
騰
 

「
雲
居
念
仏
」
に
つ
い
て
 

 
 

歌
か
ら
 成
 

 
 

弥
陀
六
週
 

 
 

あ
る
。
 
こ
 

 
 

と
が
わ
か
 

 
 

ぅ
 か
は
 問
 

額
 で
あ
る
。
 

 
 

が
、
当
 

 
 

あ
っ
た
こ
 

 
 

狂
歌
 戯
唱
 

 
 

 
 

べ
き
で
は
 

 
 

老
ぇ
 は
、
 

 
 

先
妻
 歌
は
、
 

 
 

%
 式
を
と
 

 
 

「
愚
夫
 庸
 

 
 

要
ス
 」
 の
 

 
 

ク
 知
り
難
 

 
 

歌
ヲ
以
テ
 

 
 

当
時
の
婦
 

 
 

根
に
 則
っ
 

 
 

な
る
で
あ
 

 
 

一
面
を
形
の
 

   
 

 
 

成
す
る
問
題
で
も
あ
る
。
 

 
 

ふ
か
ト
 

 
 

 
 

 
 

自
己
の
念
 



ヒ げ生 思 
ン る し こ わ 
ド ヤ たれ 
ク マ 一 十ま 

l 人事力   
起 の 例 l 
源妃 の り 女     V ァ し   
の 、 中 l 

  

護 黒闇女 つ に 
法 商較 神 @. Ⅴ 弓音   
神矢 告の 
で と で 仏 
あ はあ 教 
る 一る 的 

  
  

吉応 。 受 
祥匡 こ容 

真   
  

大別 こ に を 
の し で つ み 
随 てはい ナ - Ⅰ 

伴扱黒て 西   
神わ闇調 と 

思 

@O   
ら 、 間数 女にに ち 子 
広 はお派 

 
 

衆
生
も
勤
 

 
 

 
 

帰
す
る
と
 

 
 

"
 な
 い
 う
 

 
 

リ
、
 弾
モ
 

 
 

。
こ
こ
か
 

 
 

一
 
ア
ラ
ズ
」
 

 
 

そ
し
て
、
 

 
 

心
の
浄
さ
 

 
 

を
 説
き
、
 

 
 

て
 、
幸
吉
 
居
 

 
 

、
そ
れ
が
 

 
 

り
 得
る
の
 

 
 

、
 迷
え
ば
 

 
 

、
 宗
に
は
  

 

ヒ
 に
い
 う
 

 
 

 
 

ね
 ち
、
黒
 

8
 

 
 

は
の
ユ
 ）
に
③
 

 
 

滅
さ
せ
る
㏄
 

 
 

浬
磐
 経
口
、
 

 
 

こ
れ
ら
 

 
 

不
運
、
利
 

 
 

黒
闇
と
い
 

 
 

と
い
う
 名
 

 
 

の
目
 ）
（
 

p
.
 

ゆ
 
q
p
 

 
 

仙
丹
ロ
ハ
 

卍
 
・
 
吊
ハ
が
 

Ⅱ
 
円
ノ
 

Ⅱ
 

 
 

説
明
す
る
 

 
 

 
 

 
 

さ
れ
た
の
 

に
は
ど
の
よ
う
な
 偶
意
 が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

か
 ）
 を
 

 
 

代
 イ
ン
ド
 

 
 

る
で
あ
ろ
 

 
 

め
る
 称
と
 

 
 

0
 部
分
の
 

 
 

勝
 に
対
す
 

 
 

リ
ッ
ト
の
 

 
 

が
 、
こ
の
 

 
 

：
：
 ミ
 



 
 

田
井
ば
日
 

 
 

と
こ
ろ
で
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ま
 神
の
 

 
 

て
一
致
し
 

 
 

語
 で
あ
り
、
 

 
 

は
す
べ
て
 

 
 

い
る
と
い
 

 
 

ろ
 う
か
 。
 

 
 

ゲ
 
こ
ま
 

@
 

 
 

刻
銘
、
「
 

ア
 

 
 

徴
 侯
な
ど
 

 
 

ヴ
麓
 

山
臥
 
幅
コ
 

 
 

 
 

ぅ
 意
味
が
あ
っ
 

、
 
豆
打
曲
 

 
 

 
 

 
 

附
与
し
 

 
 

の
 宗
教
的
 

 
 

る
 。
 

 
 

」
と
 見
 

 
 

篇
 ）
に
は
 

 
 

作
狂
 、
 惟
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

漢
代
に
到
 
t
,
 

 
 

 
 

。
そ
の
 一
 

栗
原
圭
介
 

古
代
漢
民
族
に
お
け
る
「
 聖
 」
に
つ
い
て
 

 
 

説
は
、
こ
 

 
 

り
 、
黒
闇
 

 
 

の
 延
長
と
 

 
 

・
 黒
耳
姉
 

 
 

そ
れ
は
ま
 

 
 

同
性
に
つ
 

 
 

れ
る
で
あ
 

ろ
 う
 。
 



 
 

と
は
一
線
 

を
劃
 す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

蹉
的
認
 

 
 

世
界
観
を
 

 
 

極
限
ま
で
 

 
 

く
ま
で
 人
 

 
 

聖
人
の
能
 

 
 

「
老
子
」
 

 
 

で
あ
る
が
 

 
 

て
 完
全
な
 

 
 

く
と
言
わ
 

 
 

 
 

 
 

、
 無
己
 、
 

 
 

神
人
、
聖
 

 
 

立
 な
い
と
 

 
 

 
 

士
道
）
 、
 

 
 

能
分
 
（
 
人
 

 
 

お
い
て
 捉
 

え
て
い
る
。
 

 
 

の
 一
端
 

 
 

す
べ
き
で
 

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
 

（
昭
和
五
十
年
十
一
月
二
十
四
日
 識
 ）
 
 
 

不
通
、
明
 

 
 

、
 聖
の
機
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

た
だ
訓
話
 

 
 

」
の
概
念
 

 
 

る
 。
 

 
 

じ
て
 

い
る
か
、
検
討
を
試
み
た
い
。
 

 
 

「
 
L
 
仁
 」
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

天
子
と
し
 

 
 

う
 に
観
じ
 

 
 

を
標
傍
す
 

る
 多
能
な
政
治
的
統
率
者
と
見
 
ぬ
 る
。
 

 
 

は
あ
 

 
 

て
 全
き
 人
 

 
 

偉
人
を
理
 

 
 

は
 

ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
酷
似
し
て
い
る
と
舌
口
っ
て
よ
か
ろ
う
。
 

 
 

者
を
 

 
 

の
常
な
 

 
 

手
目
の
 聖
 

 
 

十
目
が
大
 

 
 

る
 如
く
 、
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角
田
幸
彦
 

 
 

包
括
的
 

 
 

こ
と
は
 既
 

 
 

七
字
批
判
 

 
 

に
虹
 生
見
識
 

 
 

よ
 う
 。
 そ
 

 
 

り
 公
理
と
 

 
 

律
 ）
に
 他
 

 
 

持
っ
。
 理
 

 
 

 
 

 
 

｜
 は
そ
の
 

 
 

的
な
も
の
 

 
 

と
が
出
来
 

 
 

フ
ッ
サ
｜
 

 
 

め
 
㏄
さ
 
%
 心
め
 

 
 

上
の
彼
の
 ブ
 ラ
 

 
 

 
 

ハ
イ
デ
 ガ
 ー
の
「
根
拠
」
論
に
つ
い
て
 

第
三
部
会
 

 
 

る
 。
こ
の
 

 
 

九
二
七
年
 

 
 

三
箸
 と
関
 

 
 

結
論
的
に
 

 
 

型
 的
に
押
 

 
 

批
判
し
て
 

 
 

識
 と
か
 自
 

 
 

に
よ
っ
て
 

 
 

あ
る
。
で
 

 
 

係
 に
あ
る
 

 
 

と
で
明
ら
 

 
 

利
口
 
は
全
 

 
 

く
ま
で
も
 

 
 

著
作
で
あ
 

 
 

そ
れ
を
 成
 

 
 

も
ろ
も
ろ
 

 
 

の
 史
臣
 と
 

 
 

お
い
て
ま
 

 
 

の
コ
 
・
の
 

ヰ
 
の
 
イ
ヲ
 

の
 
コ
 

 
 

従
来
光
 験
 

 
 

ガ
 ー
に
舌
口
り
 

 
 

在
沼
ぎ
 
㏄
 

 
 

在
 者
が
存
 

9
 

 
 

 
 

わ
れ
て
く
 



 
 

面
上
半
 

 
 

（
Ⅱ
。
 

臣
 

 
 

圏
 に
よ
っ
 

 
 

る
毛
毬
 ・
 

 
 

っ
た
 。
 こ
 

 
 

ニ
 1
.
 
チ
ェ
 

松
塚
豊
茂
 

イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
思
惟
の
問
題
 

 
 

（
 
的
 存
在
 

 
 

日
常
の
世
 

 
 

る
 。
人
間
 

 
 

が
 
一
切
の
 

 
 

立
場
が
姿
 

 
 

を
 無
限
に
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

存
在
者
た
 

 
 

）
で
あ
る
 

 
 

へ
の
問
い
 

 
 

%
 口
音
の
 

 
 

め
馬
ざ
荘
 

㏄
㏄
 

Q
 ミ
ミ
 Q
 め
め
 
O
.
P
 

の
）
」
と
言
わ
れ
る
。
 

 
 

い
て
前
者
 

0
 

 
 

す
ぎ
な
い
。
 
9
 

 
 

み
 」
（
 &
w
 
の
の
 

 
 

 
 

の
 ・
㏄
 
肚
 
0
 ）
㏄
 

で
あ
る
。
 

 
 

面
上
半
 

 
 

ム
は
 存
在
 

 
 

 
 

で
あ
り
・
 

 
 

の
の
お
ま
・
 

 
 

の
 ㏄
㏄
 
レ
に
 

 
 

な
 破
局
と
 

 
 

で
あ
り
、
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

の
 用
意
 

 
 

り
で
の
 忠
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

形
而
上
学
 

 
 

と
す
る
 劃
 

 
 

ぎ
の
歴
史
 

 
 

、
そ
し
て
、
 

 
 

え
ら
れ
な
 

 
 

ヒ
リ
ズ
ム
 

 
 

さ
れ
て
、
 

 
 

地
盤
が
根
 



 
 

 
 

方
向
か
ら
突
き
抜
け
る
こ
 

て
そ
れ
自
身
の
本
質
を
問
い
つ
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
 

 
 

惟
 を
言
い
つ
け
ろ
そ
れ
は
 

び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

惟
の
根
源
 

 
 

ゑ
味
 す
 

へ
の
冷
徹
な
凝
視
で
あ
る
。
 

 
 

的
な
限
界
 

 
 

も
の
が
 考
 

名
号
と
啓
示
 

 
 

い
う
こ
と
 

 
 

霧
 の
な
か
 

田
辺
正
英
 

 
 

て
ゆ
く
と
 

 
 

と
で
あ
る
。
  

 

に
お
い
 

 
 

 
 

の
 願
を
因
と
す
」
と
 ぃ
 

 
 

 
 

、
そ
の
深
 い
 罪
障
の
ゆ
 ぇ
 
 
 

 
 

の
は
、
も
っ
ぱ
ら
弥
陀
如
 

 
 

で
あ
る
。
  

 

廻
向
の
目
（
 

 
 

 
 

の
 賜
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
 

 
 

き
め
ら
れ
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

浄
土
に
 

 
 

 
 

の
 業
因
」
と
考
え
ら
れ
て
 

 
 

 
 

仏
 に
対
す
る
対
し
方
に
起
 

 
 

 
 

如
来
よ
り
の
衆
生
の
側
 へ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ガ
ペ
的
な
性
格
の
救
済
で
あ
る
 

 
 

る
 事
態
で
 

91 (303) 



 
 

 
 

可
能
で
あ
る
」
と
す
る
。
 

 
 

 
 

や
 信
仰
の
基
礎
で
あ
る
と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

み
 可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

か
に
啓
示
が
そ
れ
に
対
比
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

 
 

 
 

啓
示
は
 
、
よ
う
 とす
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
一
の
の
で
あ
る
。
 

認
識
や
理
性
的
認
識
と
は
別
の
次
元
に
在
る
も
 

っ
て
入
っ
た
こ
と
」
を
意
味
し
、
カ
イ
ロ
ス
的
 

と
し
て
強
調
す
る
と
こ
ろ
 

」
の
関
係
に
お
い
て
立
て
 

仏
 と
衆
生
と
の
関
係
と
し
 

空
 、
空
即
是
色
と
い
わ
れ
 

な
 認
識
を
必
要
と
す
る
も
 

る
も
の
で
あ
り
、
哲
学
的
 

な
も
の
を
自
己
の
根
底
に
 

ト
 教
は
、
理
性
的
認
識
を
 

に
 解
明
す
る
立
場
が
多
 い
 

の
と
す
る
。
（
 K
 
.
 バ
ル
 

垂
直
に
時
間
の
中
に
割
 

 
 

リ
ス
ト
  

 

う
な
い
。
 

 
 

 
 

号
 と
し
て
、
信
心
や
称
名
 

 
 

 
 

キ
リ
ス
ト
教
、
と
く
に
 
プ
 

 
 

 
 

比
を
可
能
に
す
る
も
の
で
 

 
 

 
 

6
0
 

 
 

あ
る
。
 キ
 

 
 

キ
リ
ス
ト
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

ぇ
る
 の
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第三部会  
 

釈
や
価
値
 

 
 

。
し
か
し
 

 
 

 
 

 
 

含
む
問
題
 

 
 

り
と
し
て
 

整
理
し
て
み
た
い
。
 

 
 

リ
ス
ト
 

 
 

と
っ
て
は
 

宗
教
的
認
識
の
問
題
点
 

１
１
才
口
口
。
 毘
 
0
 ま
 0
 
 を
中
心
に
 

堀
越
知
己
 

 
 

の
｜
 ㏄
 

 
 

聖
な
る
も
 

 
 

ダ
 ぎ
の
 妻
 

 
 

影
を
落
す
 

 
 

わ
 ・
 
0
 こ
 。
 

 
 

た
 個
別
的
 

 
 

心
理
的
 

 
 

で
あ
る
が
、
 

 
 

 
 

を
 問
え
ば
、
  

 

れ
る
客
観
 

 
 

関
し
て
も
、
 

 
 

え
る
直
接
 

 
 

の
 
「
心
理
 

 
 

近
く
 、
ま
 

 
 

ル
チ
の
 

 
 

ッ
ト
 ー
の
 

 
 

ち
所
与
の
 

 
 

理
 的
な
も
 

 
 

（
 
し
 屯
田
 ウ
ソ
 

 
 

か
く
し
て
 

 
 

先
 験
的
意
 

 
 

0
 機
能
的
 

 
 

形
而
上
学
 

 
 

と
め
、
 
か
 

 
 

0
 通
路
を
 

 
 

相
互
に
 払
珊
 

 
 

複
合
し
て
 

 
 

い
り
口
ロ
の
目
汁
㏄
 

年
 

 
 

的
 目
の
す
 

h
O
 

Ⅱ
 

 
 

に
結
 ム
ロ
 
さ
 

の
 

 
 

 
 

対
 感
情
 対
 

㏄
 

 
 

つ
ま
り
 

 
 

 
 

 
 

が
 現
実
の
 



 
 

木
質
を
直
 

 
 

両
 モ
メ
ン
 

ヵ
 
ン
ト
宗
教
哲
学
書
に
お
け
る
悪
の
根
底
 

 
 

験
的
 統
覚
 

 
 

の
と
対
応
 

諸
岡
適
地
 古 

し
て
い
る
（
 し
叫
お
 ）
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

お
 け
る
 

 
 

の
 他
者
 

 
 

 
 

道
徳
的
宗
教
を
手
懸
り
に
、
 

 
 

ア
プ
リ
オ
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

華
口
亜
ゆ
め
 

 
 

の
 議
論
で
 

 
 

 
 

性
的
存
在
者
の
意
志
（
 恐
 

 
 

 
 

「
批
判
し
は
そ
の
目
的
 故
 

 
 

 
 

な
い
。
し
か
る
に
、
現
実
 

 
 

 
 

。
即
ち
 恐
 意
の
自
由
を
明
 

 
 

 
 

ぅ
 宗
教
哲
学
書
に
眼
を
向
 

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

 
 

さ
ら
に
 プ
 

 
 

現
実
に
 

 
 

 
 

な
攻
釜
已
 
に
よ
っ
て
採
用
さ
 

 
 

 
 

の
 格
率
の
主
観
的
根
拠
が
 

 
 

 
 

的
 秩
序
の
転
倒
を
起
し
て
 

 
 

 
 

り
 、
人
間
に
普
遍
的
に
存
 

 
 

 
 

 
 

 
 

た
 偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
 
0
 

 
 

 
 

の
 採
用
の
主
観
的
根
拠
は
 

 
 

 
 

悪
の
根
源
は
、
理
性
的
 根
 

 
 

ぃ
が
、
悪
 

ぅ
 問
題
等
を
残
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
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は
 悪
意
の
自
由
の
根
源
的
使
用
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

白
 で
あ
 

 
 

と
い
う
 

 
 

は
な
く
、
 

 
 

れ
る
も
の
 

 
 

な
い
し
、
 

 
 

。
従
っ
て
 、
 

 
 

っ
 の
で
あ
 

 
 

命
令
」
が
 

む
 の
う
ち
に
 鳴
 響
く
の
で
あ
る
。
 

 
 

は
な
ら
 

 
 

心
術
の
革
 

 
 

を
 回
復
し
 

 
 

と
 判
定
す
 

 
 

し
て
善
へ
 

 
 

し
え
な
 い
 

 
 

希
望
し
 ぅ
 

 
 

か
く
し
て
、
 

 
 

あ
る
。
 道
 

 
 

と
の
直
接
 

 
 

と
っ
て
 救
 

聡
い
も
単
な
る
希
望
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

  

  

    

せ力意 が的為らで とはこ 股 立原 
る が 識自 変に 脱 あ っなのにつ 理 
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生 し 航 
と た海カ 
いが 中 ン 

う 攻口の ト カ 
外き 舟に ン 

的錯乗と @ 

偶覚 然 な カ 9% って 

の 

弁   証 
る も 霧論 
一 の の は 

。 命命命 Ⅰ @ 

時で故仮 の 

的 はに 象 根 
な な 目 の 
ち い 差論 

底 
ヤブ ヒ 

の 。 す理 
で彼陸学 あ 

る あ っ の地で 判 とあ 糸 m も 

の   
の仮 彼 日日 きはの る研   
は発錨 @. ま 



 
 

 
 

も
の
の
移
ろ
い
や
す
き
 
所
 

 
 

 
 

的
な
る
も
の
は
そ
の
対
立
 

 
 

 
 

質
を
否
認
す
る
こ
と
と
な
 

 
 

 
 

性
的
な
る
も
の
を
除
去
し
 

 
 

 
 

プ
 Ⅱ
Ⅲ
 
ヴ
守
ぃ
 

（
 @
 
も
 
め
 Q
.
 

の
・
 

P
O
 
の
）
 

 
 

 
 

し
た
理
性
」
 
口
 ・
 へ
 に
と
の
 

 
 

の
 如
く
 、
  

 

を
 主
張
す
 

 
 

 
 

る
 悲
劇
的
力
闘
の
場
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

て
 、
哲
学
 

 
 

 
 

 
 

 
 

象
 ぜ
し
む
 

 
 

 
 

 
 

 
 

。
人
間
理
性
が
悲
劇
的
で
 

 
 

 
 

儀
 的
で
あ
り
つ
つ
も
、
 
不
 

 
 

が
 鏡
面
の
  

 

い
る
所
に
 

 
 

 
 

あ
る
。
二
律
背
反
に
陥
る
 

 
 

 
 

に
は
違
い
な
い
が
、
自
己
 

 
 

 
 

醜
聞
で
は
な
い
。
世
界
に
 

 
 

 
 

背
反
に
ま
き
込
ま
れ
る
こ
 

 
 

 
 

性
を
備
え
て
い
な
い
人
間
 

 
 

 
 

悟
性
は
何
も
の
を
も
直
感
 

 
 

 
 

」
Ⅰ
 叫
 
・
 べ
の
と
ト
 
リ
 ラ
 舌
口
七
 

%
 末
は
、
 

 
 

律
北
 
自
反
 の
 

 
 

る
か
ら
、
 

 
 

 
 

化
と
論
理
学
の
専
制
的
 濫
 

 
 

 
 

言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
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第三部会 

れ現 と な因由 的限 ぅ で 役人 

カ 

ソ   @ 

の 
  

不韮笘 

論 " 

ヤブ し 

  お 

  げ 
る 

自 

由 

  

  

が区場底 げにの 働一 し し 問る 

  

白も に我と " 々を 又、 

  
ね」 r  っ @. こ 

  
ぅ 得象を 
自 る と 開 
己 た し く 

告 めて こ 

 
 

局
 、
二
 律
 

 
 

極
 的
な
も
 

 
 

げ
 可
能
な
 

 
 

自
由
を
根
 

 
 

こ
と
が
 起
 

 
 

お
 げ
る
そ
 

 
 

自
然
原
因
 

 
 

こ
と
を
 生
 

 
 

に
 始
め
る
 

 
 

。
「
道
徳
 

 
 

る
た
め
に
、
 

 
 

道
徳
法
則
 

 
 

道
徳
の
原
 

 
 

律
の
命
令
 

 
 

の
 鍵
で
あ
 

 
 

は
 同
一
で
 

 
 

自
律
の
概
 

 
 

践
 理
性
比
 

 
 

践
 的
な
理
 

 
 

由
は
道
徳
 

 
 

の
で
あ
る
。
の
 

 
 

 
 

は
 見
て
㏄
 

 
 

る
こ
と
を
 

 
 

 
 

 
 

と
は
限
ら
 



 
 

 
 

は
や
や
相
違
が
あ
る
。
 

 
 

ヒ
ー
ト
リ
 

む
 

 
 

自
己
の
状
 

 
 

 
 

湧
き
 ぺ
巽
お
 き
 さ
 ）
に
お
い
 

 
 

 
 

た
 理
性
か
ら
の
み
展
開
 
せ
 

 
 

理
性
の
ら
れ
 ぅる
 限
り
で
の
宗
教
一
般
の
全
体
が
述
べ
 
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

い
て
見
い
だ
す
分
析
的
 方
 

 
 

 
 

じ
て
作
り
出
す
こ
と
で
は
 

 
 

 
 

教
を
倫
理
的
な
神
の
国
の
 

 
 

 
 

敬
を
払
っ
て
い
る
の
で
あ
 

 
 

 
 

を
 表
現
さ
れ
る
べ
 き
 事
柄
 

 
 

 
 

も
の
で
あ
る
。
」
彼
は
「
 表
 

 
 

私
 
 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

的
で
経
験
的
な
も
の
の
 

 
 

 
 

規
定
す
る
こ
と
な
の
で
あ
 

 
 

神
の
性
格
、
 

る
 。
 

 
 

理
性
と
 

 
 

し
て
の
 超
  

 

で
あ
っ
て
 、
 

 
 

の
 関
係
、
  

 

広
範
囲
を
 、
 

根
本
悪
と
原
罪
と
の
異
同
な
ど
を
問
題
に
し
た
い
。
 

 
 

ほ
 と
ど
ま
 

 
 

れ
た
宗
教
 

カ
ソ
ト
 の
 め
 不
教
諭
と
デ
ュ
ー
イ
の
宗
教
論
 

 
 

般
 に
含
ま
 

 
 

と
が
可
能
 

鐙
本
 
光
信
 

 
 

理
性
が
自
 

 
 

 
 

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
」
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を
 排
し
 

 
 

関
し
て
、
 

 
 

 
 

る
も
の
と
宗
教
的
な
る
も
 

 
 

 
 

間
の
営
み
で
あ
っ
て
趣
旨
 

 
 

 
 

害
 。
等
の
理
由
か
ら
で
あ
 

 
 

 
 

せ
て
説
 き
、
 彼
の
舌
ロ
 
ぅ
宗
 

 
 

 
 

第
一
は
 
オ
目
牡
 。
 
臣
く
 酊
の
け
の
 

 
 

 
 

ざ
わ
ざ
用
い
て
強
調
し
て
 

 
 

ら
ば
、
 現
 

で
 厳
し
い
批
判
を
加
え
て
い
る
。
 

 
 

 
 

雑
物
か
ら
解
放
さ
れ
 
得
 

 
 

 
 

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
 
宗
 

 
 

 
 

着
移
 さ
れ
た
も
の
」
で
 

 
 

 
 

の
が
あ
れ
 ば
 ・
そ
れ
は
 宗
 
 
 

 
 

の
で
あ
り
、
「
我
々
が
 克
 

 
 

 
 

間
性
を
直
観
し
て
人
間
は
 

 
 

 
 

て
い
る
部
分
で
あ
る
と
い
 

 
 

 
 

て
く
る
。
そ
の
意
識
は
畏
 

 
 

 
 

る
 0
 …
…
」
 

 
 

も
の
な
の
 

 
 

」
「
 信
 

で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

種
々
述
べ
て
い
る
が
、
 

 
 

度
の
交
互
 

 
 

 
 

ぎ
で
即
ち
理
智
と
道
徳
 と
 

 
 

自
然
信
仰
に
対
を
発
展
す
る
所
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
 

 
 

る
こ
と
 

 
 

的
 等
で
此
等
は
  

 

が
 基
本
を
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な
し
て
い
る
と
い
え
る
。
 

 
 

対
自
化
さ
 

 
 

死
 な
 機
軸
 

 
 

 
 

に
 至
ら
ざ
 

宗
教
的
自
覚
に
お
け
る
魔
の
間
 題
 

 
 

覚
 と
も
 次
 

 
 

す
る
の
で
 

阿
部
正
雄
  

 

 
 

な
こ
と
 

 
 

教
 的
立
 

 
 

 
 

教
的
 超
越
の
立
場
は
 、
一
 

 
 

 
 

て
は
 い
 る
が
、
そ
れ
は
神
 

 
 

 
 

 
 

え
 て
も
、
神
の
背
後
に
出
 

 
 

 
 

 
 

ハ
 に
そ
の
信
仰
の
根
は
い
ま
 

 
 

 
 

信
仰
に
は
即
自
性
が
ふ
く
 

 
 

 
 

そ
の
人
に
対
自
化
さ
れ
る
 

 
 

 
 

た
汝
 と
し
て
の
神
を
突
 き
 

 
 

 
 

 
 

立
場
を
裏
返
し
て
神
の
背
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
し
て
自
覚
す
る
こ
と
を
 

そ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
 

 
 

と
し
て
い
 

で
は
な
い
か
。
 

 
 

 
 

と
 で
は
な
か
っ
た
か
と
 

 
 

い
る
。
 魔
 

 
 

あ
ら
ず
 

 
 

 
 

て
の
人
格
的
神
の
根
底
は
 

 
 

 
 

の
 関
係
を
連
続
的
に
捉
え
 

 
 

 
 

 
 

弗
化
し
て
い
る
に
す
ぎ
 @ 

 
 

 
 

覚
の
内
に
お
い
て
神
の
立
 

(312) 100 



 
 

ら
 神
へ
の
 

 
 

在
ビ
は
 ・
 

 
 

ず
 魔
に
非
道
は
主
体
的
に
行
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

の
類
 

ず
と
い
う
自
覚
に
お
い
て
の
み
現
成
す
る
。
 

 
 

 
 

立
場
の
根
底
に
は
。
 そ
 

 
 

な
 、
よ
り
 

 
 

わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

い
る
。
そ
れ
は
区
別
さ
れ
 

 
 

神
即
 絶
対
 

 
 

｜
 
ま
な
く
、
 

 
 

 
 

か
し
そ
の
よ
う
な
場
の
開
 

 
 

 
 

く
 、
主
体
的
に
自
覚
さ
れ
 

 
 

 
 

工
場
か
ら
に
せ
 よ
 、
上
述
 

 
 

 
 

な
け
れ
 ば
 な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

的
な
慶
ま
 

 
 

 
 

一
種
の
即
 

宗
教
に
お
け
る
自
然
 

 
 

白
化
さ
れ
 

 
 

 
 

即
愛
 と
す
 

住
戸
田
六
三
郎
 

 
 

立
場
が
 冥
 

 
 

ア
ッ
ラ
 

 
 

自
覚
さ
れ
 

 
 

 
 

こ
で
は
諸
士
示
教
並
び
に
 

未
 

 
 

 
 

を
 明
ら
か
に
し
、
宗
教
自
体
の
 

 
 

 
 

 
 

い
 て
宗
教
哲
学
的
に
考
え
 

 
 

 
 

の
よ
う
な
自
然
を
考
え
る
 

 
 

 
 

と
仮
 り
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

あ
る
と
 

 
 

 
 

い
て
は
人
間
を
人
間
の
中
に
位
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か
ら
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
 

 
 

 
 

）
行
動
す
る
こ
と
が
香
の
 

 
 

属
す
る
か
根
源
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
 

 
 

間
目
鼻
 の
 

 
 

ト
教
や
 

 
 

る
 。
仏
教
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

合
 と
そ
う
で
な
い
場
合
と
 

 
 

 
 

如
く
自
意
識
そ
の
も
の
の
 

 
 

 
 

諦
 め
よ
う
な
も
の
は
そ
 う
 

 
 

 
 

よ
さ
に
阿
弥
陀
仏
だ
け
を
 

 
 

 
 

す
る
。
こ
の
点
で
は
人
格
 

 
 

 
 

感
を
与
え
る
か
も
し
れ
た
 

 
 

 
 

も
の
が
存
在
し
な
い
し
、
 

の
む
㏄
の
ぎ
 迂
 Ⅰ
淀
む
驚
の
中
で
 
Q
 ゑ
村
の
甲
か
と
の
 ぃ
 
Ⅱ
 ぃ
 
（
曲
の
 

 
 

の
 対
決
は
な
い
。
自
然
法
 

 
 

上
の
国
で
爾
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

が
 規
定
さ
 

 
 

自
意
識
 

 
 

 
 

存
在
は
決
し
て
存
在
論
の
 

 
 

 
 

。
信
心
法
要
で
は
菩
薩
 心
 

 
 

 
 

頭
去
 と
い
わ
れ
、
更
に
心
 

 
 

 
 

よ
う
な
 場
ム
ロ
 
は
「
自
然
」
 

 
 

 
 

き
ね
 。
 

 
 

い
て
 取
 

人
間
存
在
の
自
由
の
根
拠
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

教
 哲
学
的
に
包
摂
し
て
 

 
 

 
 

後
の
課
題
で
あ
る
。
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第三部会 

 
 

す
る
 場
 

 
 

ら
が
人
間
 

 
 

側
面
が
あ
 

 
 

口
っ
ナ
 
し
い
 

 
 

ら
れ
る
。
 

 
 

あ
る
と
 思
 

 
 

に
 先
立
っ
 

 
 

信
仰
者
 自
 

 
 

ぅ
 も
の
 自
 

 
 

観
点
か
 

 
 

の
の
 
オ
 ）
の
の
 

ゴ
ヰ
 

 
 

 
 

 
 

㏄
 ぺ
氏
い
い
 

 
 

め
る
こ
と
 

 
 

）
に
宗
教
 

 
 

な
働
ら
き
 

 
 

も
つ
と
い
 

 
 

）
は
 、
神
 

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
に
お
け
る
 

絶
対
帰
依
の
根
拠
 

加
藤
智
見
  

 

に
 於
て
 、
 

 
 

し
も
そ
 う
 

 
 

、
全
と
一
 

 
 

人
間
か
ら
 

 
 

の
 断
絶
を
 

 
 

臣
 Ⅱ
 
せ
 。
Ⅱ
の
Ⅰ
 

目
ヲ
 

 
 

て
 位
置
づ
 

 
 

の
 必
要
性
 

 
 

対
 に
帰
依
 

 
 

る
と
思
念
 

さ
れ
る
。
 

 
 

ハ
と
Ⅰ
ま
ひ
。
）
 

 
 

す
ぎ
ず
、
 

 
 

。
そ
れ
 故
 

 
 

な
る
生
の
 

 
 

の
 ）
 と
さ
 

 
 

換
 が
生
じ
 

 
 

て
 、
帰
依
 

 
 

ル
 自
身
に
 

 
 

か
く
す
る
 

 
 

「
キ
リ
ス
 
め
 

 
 

 
 

通
し
て
の
㏄
 

 
 

が
 ナ
ザ
レ
㏄
 

 
 

 
 

日
 
）
 と
ひ
 



 
 

ら
れ
る
か
 

 
 

に
人
間
の
 

 
 

く
と
も
 ら
 

 
 

0
 表
現
を
 

 
 

ぬ
 0
 
 
本
お
 

 
 

雑
節
の
 説
 

 
 

が
 統
べ
 給
 

 
 

委
ね
る
」
 

 
 

日
ハ
よ
、
 

ヵ
 Ⅰ
 0
 り
 

 
 

ゅ
 P
N
 
）
の
 

 
 

0
%
 巳
の
ゴ
 

 
 

地
 は
な
 い
 

と
 理
解
さ
れ
る
。
 

 
 

こ
よ
一
 

@
 
@
@
 

 
 

層
 と
お
こ
 

 
 

、
帰
依
に
 

 
 

題
 提
起
に
 

と
ど
め
た
い
。
 

 
 

は
あ
る
 

 
 

立
場
が
前
 

 
 

る
こ
と
は
 

 
 

し
ろ
連
続
 

 
 

教
を
宇
宙
 

 
 

宗
教
を
絶
 

 
 

宗
教
理
解
 

 
 

い
と
見
る
 

 
 

ル
に
Ⅰ
 
こ
っ
 

 
 

存
在
を
自
 

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
 
"
 
ヘ
ル
に
お
け
る
 

宗
教
理
解
の
基
本
的
立
場
 

築
山
修
道
 

 
 

た
か
を
 

 
 

と
 後
期
に
 

 
 

示
教
論
」
 

 
 

、
 ㍉
 土
 
Ⅰ
 リ
 

 
 

る
 後
期
の
 

 
 

つ
い
て
の
 

 
 

間
 に
異
端
 

 
 

は
 、
両
者
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第三部会  
 

さ
れ
た
 
一
 

 
 

生
源
 で
あ
 

 
 

で
は
な
く
 

 
 

経
験
で
あ
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

の
 根
源
を
 

 
 

敬
虔
な
る
 

感
情
に
自
ら
が
捉
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

、
し
か
 

 
 

、
直
接
的
 

 
 

従
っ
て
 、
 

 
 

 
 

豪
的
に
で
 

 
 

 
 

る
な
ら
ば
 

 
 

は
 ・
め
本
 

 
 

且
つ
古
木
 

 
 

授
経
験
の
 

場
 に
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

已
調
め
 

 
 

を
 
意
味
 

 
 

シ
ュ
ラ
イ
 

 
 

0
 行
為
 

 
 

態
 
（
 
臼
 二
の
 

 
 

質
 を
な
す
 

 
 

 
 

冊
ア
 
）
 
目
 0
 サ
ゴ
・
 
 
 

る
 0
 つ
ま
 

 
 

い
る
木
質
 

 
 

対
 依
存
性
 

 
 

発
展
す
る
 

 
 

シ
ュ
ラ
 

 
 

的
な
意
味
 

 
 

ア
 の
Ⅱ
）
 
ネ
 
Ⅰ
 あ
 

 
 

る
と
い
う
 

 
 

つ
ま
り
、
 

 
 

の
 存
在
 根
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

た
 神
で
 

 
 

念
 で
も
な
 

 
 

自
意
識
で
 

 
 

態
で
あ
る
。
 

 
 

、
積
極
的
 

 
 

意
識
す
る
 

 
 

な
か
に
、
 

 
 

。
こ
の
 眼
 

 
 

て
い
る
と
 

 
 

啓
示
が
語
の
 

 
 

 
 

は
 人
間
と
㏄
 

 
 

 
 

 
 

ら
れ
て
 ぃ
 



る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

自
己
 意
 

へ
｜
 
ゲ
ル
の
「
 悪
 無
限
」
に
つ
い
て
 

 
 

ら
出
発
す
 

 
 

示
教
の
領
 

海
老
沢
善
一
 

 
 

点
か
シ
ュ
 

 
 

オ
 。
年
 p
 
の
 

 
 

る
 基
本
的
 

 
 

 
 

る
 。
私
は
こ
れ
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

へ
｜
 ゲ
ル
の
い
く
つ
か
の
 

 
 

 
 

化
が
あ
る
か
ど
う
か
、
 
あ
 

 
 

か
、
を
実
 

 
 

場
 に
は
、
  

 

ル
酌
理
解
 

 
 

な
ら
ば
、
 

 
 

 
 

む
し
ろ
「
 悪
虹
限
 」
を
 、
 

 
 

 
 

価
し
た
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

に
 纏
め
 

 
 

立
場
は
 、
 

 
 

 
 

形
而
上
学
」
と
呼
ば
れ
る
 

 
 

 
 

用
の
論
理
学
的
草
稿
 群
 、
 

 
 

 
 

こ
の
う
ち
か
ら
私
は
三
つ
 

 
 

 
 

学
 
（
 
ト
の
 
o
A
P
 
の
）
②
大
論
理
 

 
 

概
念
の
変
 

 
 

つ
つ
も
、
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

つ
 と
め
な
 

 
 

す
る
 内
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

な
さ
れ
て
 

 
 

 
 

 
 

の
と
し
て
 

 
 

 
 

 
 

も
の
と
 考
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り
又
 
項
を
主
体
と
見
る
限
 

 
 

 
 

も
の
を
 

主
 

 
 

す
る
が
、
 

 
 

 
 

現
象
の
真
理
で
あ
る
と
 

思
 

 
 

 
 

 
 

対
 性
が
維
 

 
 

在
す
る
。
 

 
 

 
 

し
か
し
次
第
に
真
無
限
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
よ
う
な
関
係
の
実
体
化
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
 
私
た
 

 
 

ロ
ゴ
ス
 

 
 

 
 

な
ら
な
い
と
思
 

う
 。
そ
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

か
し
そ
の
関
係
の
主
体
に
 

成
り
ぎ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

て
ゆ
く
。
 

 
 

姿
 に
す
 

 
 

の
も
の
に
 
フ
ィ
ヒ
テ
哲
学
と
現
代
 

 
 

始
原
に
あ
 

 
 

 
 

し
 真
柚
 

大
筆
 

顕
 

 
 

一
 
と
い
う
 

 
 

わ
れ
る
。
 

 
 

土
日
小
一
調
 

W
 
」
 

 
 

 
 

明
に
あ
ら
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

 
 

を
 力
説
し
た
の
は
「
知
識
 

 
 

 
 

テ
 で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
 

 
 

 
 

名
声
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 

会
 

 
 

 
 

闘
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 

と
 

 
 

克
服
さ
れ
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学
 と
分
析
 

 
 

か
れ
る
と
 

 
 

と
に
与
え
 

 
 

ヒ
テ
論
の
 

 
 

と
は
、
 
も
 

 
 

の
に
充
分
 

 
 

 
 

り
も
曇
ら
 

仁
か
 正
し
 

 
 

の
 可
能
性
 

 
 

る
 。
で
は
 

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
点
だ
ろ
う
か
。
 

 
 

製
 し
た
 

 
 

い
か
な
る
 

 
 

自
由
）
の
 

 
 

ご
と
き
 厳
 

 
 

て
は
統
一
 

 
 

そ
こ
に
 知
 

 
 

一
点
の
再
 

 
 

て
い
る
 事
 

柄
 だ
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
。
 

 
 

土
日
小
 

卦
越
 
」
 

 
 

に
山
未
す
 

る
 。
 

 
 

自
身
を
  

 

前
 す
る
。
 

 
 

こ
の
生
き
た
意
識
を
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
己
と
 
よ
 ぶ
の
で
あ
る
。
 

 
 

的
 把
握
 

 
 

 
 

識
 す
る
も
 

 
 

象
は
、
そ
 

 
 

な
 本
質
を
 

 
 

 
 

る
の
で
あ
 

る
 。
 

 
 

場
 ム
目
 
人
 

 
 

考
え
ら
れ
 

 
 

己
 そ
の
も
 

 
 

や
 個
人
的
 

 
 

は
な
く
、
 

 
 

ね
め
 立
場
 

 
 

見
 で
あ
 

 
 

 
 

フ
ィ
ヒ
テ
 

は
 明
明
言
し
て
い
る
。
 

 
 

学
 そ
の
 

 
 

ほ
と
ん
ど
 

 
 

ど
ま
り
、
 

 
 

敵
 し
て
い
 

 
 

は
 、
個
人
 

 
 

あ
る
か
 

 
 

さ
れ
る
 事
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ヒ
ュ
 

 
 

0
 所
産
と
 

 
 

ム
は
 

 
 

れ
る
。
 し
 

 
 

の
ま
 
巾
 圧
は
 
、
 

 
 

て
い
た
 ょ
 

 
 

か
な
論
理
 

 
 

い
の
、
 よ
 

 
 

で
も
い
 う
 

 
 

 
 

 
 

に
か
か
る
 

 
 

旺
帥
 
、
 ニ
、
 

神
と
い
う
語
を
選
ん
で
考
察
す
る
。
 

 
 

田
 
Ⅱ
が
の
 

ロ
 
の
 
"
 

 
 

の
の
す
 

0
0
 

ユ
す
 
Ⅱ
。
 

宙
 ）
Ⅰ
 

酒
井
 
サ
ヤ
ヵ
 

D
.
 
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
け
る
懐
疑
と
信
仰
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

フ
ィ
ヒ
テ
 

は
 直
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

り
ハ
・
Ⅱ
）
 

 
 

の
と
し
 

 
 

奇
跡
の
 

 
 

 
 

 
 

セ
と
 自
然
 

 
 

ぎ
は
、
必
 

 
 

，
 り
ハ
・
Ⅰ
 

H
 
）
。
 

 
 

0
 円
円
 由
の
 

 
 

ヨ
 0
 Ⅱ
 0
 
ロ
 ヴ
セ
 

 
 

の
 日
ハ
Ⅳ
Ⅰ
口
す
Ⅰ
 

の
 

0
 安
目
つ
の
 
ド
 の
 
0
 肘
 -
 
：
・
（
 
曲
 ・
 
n
.
 
ザ
 
～
 ・
 自
 ・
 
、
メ
 ・
 
H
H
 
）
 

 
 

な
い
と
 

 
 

ニ
 ー
ム
勃
如
 

 
 

の
 、
す
な
 

 
 

ロ
な
 事
態
 

と
し
て
の
奇
跡
で
あ
る
。
 

次
に
神
に
進
む
。
 

 
 

付
 名
す
 曲
ヰ
 

 
 

自
 ：
 く
 （
 
H
.
H
 

）
 

 
 

」
で
あ
 

 
 

よ
 う
 と
す
り
 

 
 

め
げ
る
㏄
 

 
 

め
 
～
定
ぜ
 母
 
㏄
 

 
 

 
 

れ
ら
は
 ひ
 

  



と
し
く
人
間
の
（
の
目
性
 
Q
 品
目
 ぃ
 
n
n
 
ざ
 口
で
あ
る
。
 

 
 

Ⅱ
Ⅰ
円
目
侍
 

り
 
ハ
ト
 

日
 の
ま
 リ
 二
色
の
。
 

ヨ
づ
 
Ⅱ
 
ゴ
の
コ
臼
 

。
 
臣
 、
：
・
（
 

む
 ・
 
0
.
 
ヒ
ぺ
 
・
 
わ
 Ⅰ
 M
H
 
）
 

 
 

い
る
と
 

 
 

は
な
い
も
 

 
 

線
か
ら
す
 

 
 

か
ら
の
 

 
 

）
（
 

H
M
 

）
 、
そ
 

 
 

と
が
舌
口
 
わ
 

 
 

Ⅰ
㎏
）
 

ハ
レ
コ
 

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

い
 3
 車
 

 
 

が
、
 逆
に
 

 
 

そ
こ
に
あ
 

 
 

を
行
な
 う
 

 
 

。
論
理
的
 

 
 

」
の
視
座
 

 
 

一
回
の
も
 

 
 

体
験
を
 、
 

 
 

の
 不
可
能
 

 
 

系
一
般
に
 

 
 

さ
ら
に
も
 

 
 

よ
る
の
で
 

 
 

イ
ズ
ム
 

稲
垣
不
二
層
 

 
 

0
 間
 い
 

 
 

、
 「
も
し
 

 
 

（
の
 
牡
 ）
 と
 

 
 

鮮
明
に
す
 

 
 

と
し
て
の
 

 
 

れ
た
 誠
め
 

 
 

ぅ
る
 」
と
 

 
 

前
提
さ
れ
 

 
 

を
 批
判
す
 

 
 

、
 汝
の
欲
 

 
 

主
体
の
意
 

 
 

は
 唯
一
に
 

 
 

わ
れ
て
 ぃ
 

る
 。
 

 
 

究
極
の
 

 
 

人
間
の
意
 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
場
ム
ロ
ー
 

主笘 

ヰプ し 

お 
げ 
る   
  
士 @@ 二 @ Ⅹ 

的 
な 
も 
の 

と 

そ 
れ 
を 
  
、え 
る 

も 
の 
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の
で
あ
る
 

 
 

 
  

 

よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
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え男 て 方義 がば 

  

  
 
 

実
行
と
の
 

 
 

ら
れ
た
も
 

 
 

っ
て
 、
ど
 

 
 

も
か
か
わ
 

 
 

い
 内
な
る
 

 
 

る
 性
の
地
 

 
 

あ
る
」
と
 

 
 

は
そ
の
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

相
違
に
 

 
 

書
 に
お
い
 

 
 

ら
れ
、
 
か
 

 
 

に
 帰
さ
れ
 

 
 

立
て
ら
れ
 

 
 

は
 祈
り
の
 

 
 

ぎ
 こ
れ
を
 

 
 

は
、
 義
の
 

 
 

付
 す
る
。
 

 
 

狂
的
根
拠
 

 
 

た
ら
く
も
 

 
 

れ
と
と
も
の
 

 
 

0
%
 万
成
は
 

㏄
 

 
 

の
時
間
的
Ⅱ
 

 
 

な
 表
現
と
い
え
よ
 う
 。
 

  



 
 

に
お
い
 

 
 

る
 。
人
間
 

 
 

が
 出
来
な
 

 
 

世
界
は
非
 

 
 

な
い
。
 世
 

 
 

て
も
呼
吸
 

 
 

の
 根
拠
 へ
 

 
 

惑
 せ
ざ
る
 

 
 

が
 存
在
す
 

 
 

て
い
る
 

 
 

は
 我
々
の
 

大
田
垣
典
主
 

破
り
開
く
言
葉
 

 
 

し
て
 道
 

 
 

が
で
よ
 さ
 

る
 。
 

 
 

著
作
は
 

次
の
も
の
で
あ
る
。
 

し
 も
め
 せ
 ～
 
ぺ
 ～
～
 
宵
馬
ト
い
 ～
～
～
 

ぬ
 「
 ぬ
 

し
い
蕊
 去
ぬ
 c
 
～
～
 
0
 捷
 ）
 ま
め
 
～
～
～
～
 

a
e
 
 

曲
 o
 ま
 ～
 
お
 ～
：
 

む
 心
の
 ゃ
 
、
 
Q
 執
心
の
討
ふ
め
 
さ
 ・
 ゑ
セ
 Q
n
c
a
 

～
 
o
 
0
 
こ
晦
ぎ
艶
 ～
 

 
 

識
の
世
界
 

2
 

 
 

し
て
い
る
Ⅱ
 

 
 

の
 以
上
で
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

酌
 人
間
の
 

人
の
生
命
 

の
 生
存
は
 

い
る
。
 人
 

㏄
 

出
来
な
 

 
 

極
の
問
は
 

 
 

現
存
在
は
 

 
 

間
は
 
一
瞬
 

 
 

死
 で
あ
 

 
 

己
の
究
極
 

 
 

間
の
短
い
 

 
 

。
世
界
の
 

 
 

筋
の
光
明
 

 
 

円
，
で
隠
 

 
 

世
界
の
み
 

 
 

現
実
的
な
 

 
 

本
質
は
有
 

 
 

平
均
的
 人
 

 
 

れ
て
ぃ
 

 
 

在
の
光
明
 

 
 

を
 根
底
か
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るに六る     

め て る の l ス の独 与し 存 とはなのかだ 存葉に 

    
れる発い ろ 
放 こ・ 掠 る 至 

、 と・ し 。 る 
ャ V そ 六如     
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我
々
が
 

 
 

 
 

々
は
こ
れ
 

 
 

 
 

る
 。
こ
こ
 

 
 

ス
ト
 と
し
 

 
 

ら
、
 
我
々
 

 
 

 
 

り
 
得
な
 

 
 

八
 存
在
の
 

 
 

即
ち
 、
哲
 

 
 

 
 

な
い
の
で
 

あ
る
。
 

 
 

に
 神
秘
 

 
 

に
よ
っ
て
 

 
 

は
ず
で
あ
 

 
 

 
 

考
え
て
み
 

 
 

は
や
詳
述
 

 
 

さ
れ
る
の
 

 
 

こ
と
に
よ
 

 
 

@
O
 

 
 

 
 

の
 （
の
 
口
お
 

 
 

の
八
 限
界
 

状
況
Ⅴ
の
Ⅱ
の
 n
z
 
の
 ぃ
 
（
 
u
a
 
宙
 o
 コ
 
へ
と
透
明
化
さ
れ
る
。
 

 
 

超
克
さ
 

 
 

態
 に
逆
戻
 

 
 

も
の
と
し
 

 
 

の
の
の
 

コ
 ）
 

 
 

に
あ
る
と
 

 
 

に
お
い
て
 

 
 

る
と
い
う
 

 
 

さ
れ
る
 場
 

 
 

る
 。
か
れ
 

 
 

Ⅰ
 
0
 
め
 
。
 官
サ
下
む
 

・
 

 
 

o
A
 

Ⅱ
「
 

后
口
 

 
 

も
 
㌧
 討
 ㌔
 
い
 
の
む
 
い
 

 
 

略
す
）
 な
 

ど
に
見
出
さ
れ
る
。
 

 
 

史
的
に
 

 
 

識
 （
神
学
）
 

 
 

三
分
枝
 の
 

蜂
鳥
 
旭
雄
 

ヤ
ス
 。
ハ
ー
ス
に
お
 り
る
 

い
 

Q
 ミ
 
選
ま
 
甲
 ぬ
と
 
薫
田
の
 
め
 ぬ
ミ
 

 
 

Ⅱ
臣
の
 
ゴ
 （
（
）
 

0
 臣
 

 
 

  

 
 

を
 超
 出
す
Ⅱ
 
4
 

 
 

る
こ
と
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

で
な
け
㏄
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
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、 しる額 半 

  

る か べれと 哲 とい面化 ら包そた信る 弾 

  

歴 

思が越的 惟ら対 」 超と注約 仰に 式組 二べ すて信 い " が あ て 

、 宙 円の裂きそ 面 は 
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光
の
形
而
上
学
と
宗
教
 

遠
山
調
度
 

 
 

て
、
作
 

 
 

能
知
 
・
 所
 

 
 

、
 古
い
伝
 

 
 

、
 光
の
形
 

面
上
半
と
宗
教
と
の
関
係
を
考
え
て
み
た
い
。
 

 
 

く
す
る
 

 
 

わ
ち
「
 諸
 」
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
 

 
 

超
越
と
い
 

 
 

総
じ
て
 知
 

 
 

認
識
か
 信
 

 
 

哲
学
的
 信
 

 
 

 
 

こ
と
に
な
 

る
の
で
あ
る
。
 

 
 

い
の
の
の
二
）
 

 
 

が
 1
,
 
の
 

 
 

的
の
の
 

ぽ
す
 叶
の
）
 

 
 

こ
と
を
 指
 

摘
 し
て
お
ぎ
た
い
。
 

 
 

ノ
の
 内
部
 

 
 

 
 

 
 

発
す
る
と
 

 
 

界
を
設
定
 

 
 

的
 思
惟
の
 

 
 

限
界
に
お
 

 
 

の
で
な
 げ
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

ハ
イ
デ
 

 
 

朋
期
 ハ
イ
 

 
 

二
曲
冊
目
 

 
 

学
 と
い
え
 

 
 

お
い
て
で
 

 
 

明
る
く
さ
 

 
 

う
 な
現
存
 

 
 

の
 明
る
み
」
 

 
 

の
形
而
上
 

 
 

こ
と
は
 誤
 

 
 

に
 過
ぎ
 

 
 

し
て
い
 

 
 

い
 う
 思
想
 

は
 、
前
期
に
も
あ
る
が
、
後
期
に
一
層
強
く
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

か
 。
 光
 

 
 

思
 
は
も
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あ
っ
て
 、
 

 
 

た
 空
地
は
 

 
 

、
明
暗
の
 

 
 

純
 論
理
的
 

 
 

在
の
 
「
 明
 

 
 

と
も
に
、
 

 
 

、
可
能
的
 

 
 

単
な
る
 比
 

 
 

な
も
の
の
 

 
 

う
 な
意
味
 

 
 

れ
る
。
 だ
 

 
 

の
で
は
な
 

 
 

教
の
光
明
 

思
想
を
例
挙
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
 
ぅ
 。
 

 
 

も
の
で
 

 
 

、
天
 4
 ロ
の
 

 
 

身
観
 が
み
 

 
 

で
は
、
 そ
 

 
 

光
明
を
以
 

 
 

あ
る
。
 流
 

 
 

 
 

と
に
な
る
 

 
 

か
に
な
ら
 

 
 

っ
て
仏
智
 

 
 

は
こ
こ
に
  

 

体
験
的
に
 

 
 

像
 で
あ
っ
 

 
 

か
ら
自
由
 

 
 

ニ
ス
 @
r
 
ハ
り
 の
 

 
 

チ
ノ
ス
 の
㏄
 

 
 

表
裏
一
体
Ⅱ
 

 
 

 
 

の
ぺ
ル
ソ
 

明単成 
そ 体 験 的 な一頁 にゃく 教こ哲 なな 立 
しで 体般 っ 、 と学 
て 、 験にて ギ で と 

禅 面と神化 り あ 神   秘体 に体験者と 変 秘体 較宗 シヤ る 。   
宗秘 な 居、   
致仕 

< う 

と部絶は的 、 関間 
  

しか対決な ァ 係に 学験 色仏 
て ら者の考 ぅ はは 
" の と二票 ビ コ 密 的に 相は 

一 つ な光 

考い 
ぎ 明 
こ で、   察て と あ 

神体的型 べ教 " 係 
秘験 一がぎ と哲が 

の そる の。 
こ そ 
と れ   の は 

  
顔色   現相 
と な 

    、 身 
の 的左 筆 ダつ 沈め 



ス の には十陵 対キ 半期は 魂ソ 々 のるい で。 。 啓 示キに 教 るり者向を 。 、 がさ おプ 来性 なも Ich いぺナ かめ 

 
 

し
た
 

 
 

た
な
 

 
 

志
向
 

 
 

は
山
 

 
  

 

 
 

段
階
 

 
 

が
士
 心
 

 
 

の
一
 

 
 

で
あ
 

 
 

で
あ
 

 
 

フ
ム
 

も
、
又
 ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
 

 
 

間
に
 

 
 

は
な
 

 
 

さ
れ
 

 
 

た
 ち
 

 
 

ヘ
レ
 
ノ
 

 
 

で
霊
 

 
 

中
世
 

 
 

ム
 の
 

 
 

夜
 ）
 

 
 

。
 之
 

 
 

チ
ノ
 

 
 

恩
寵
 

の
 裡
に
体
験
し
ょ
う
と
す
る
。
 

  1
8
 

 
 

い
 。
 神
 

1
 

 
 

降
 的
で
あ
の
 

 
 

間
は
神
で
㏄
 

 
 

0
 所
産
で
 

く
、
 加
か
ら
血
へ
の
流
出
で
あ
る
。
 

 
 

致
 で
は
な
 

 
 

深
淵
に
 

 
 

に
、
 彼
は
 

 
 

、
世
界
内
 

存
在
に
於
て
、
人
間
の
実
存
を
把
握
す
る
。
 

 
 

ル
ト
 の
 

 
 

し
て
 禅
 

 
 

あ
る
。
 哲
 

 
 

す
べ
 き
 も
 

 
 

さ
れ
る
 

 
 

ス
的
 客
観
 

 
 

他
を
準
備
 

し
っ
 っ
 、
そ
の
夫
々
の
価
値
を
肯
定
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
 



 
 

指
し
示
し
 

 
 

苦
に
 対
す
 

 
 

に
 断
た
れ
 

 
 

合
 と
は
 異
 

米
沢
穂
積
 

り
 、
そ
れ
を
負
 う
 主
体
の
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
得
な
い
。
 

 
 

ヰ
ハ
 

1
-
 

Ⅰ
 ヘ
 ・
 

 
 

論
理
は
 

 
 

 
 

村
識
 と
な
り
得
な
い
。
 ま
 

 
 

 
 

源
的
 否
定
性
を
自
ら
に
 負
 

 
 

 
 

と
な
る
か
」
と
い
う
問
が
 

 
 

 
 

自
ら
に
負
 う
 他
者
の
こ
の
 

 
 

 
 

礎
づ
 げ
て
お
り
、
こ
の
 他
 

 
 

 
 

壊
 さ
れ
え
な
い
以
上
、
 そ
 

 
 

の
は
見
出
 
 
 

え
つ
つ
、
 

 
 

 
 

見
る
な
ら
ば
、
「
我
の
我
で
 

 
 

 
 

に
 有
す
る
他
者
性
に
他
 な
 

 
 

 
 

者
 性
を
克
服
し
え
な
 い
な
 

 
 

 
 

い
て
ゆ
く
こ
と
は
で
 き
な
 

 
 

 
 

い
る
 境
 位
は
明
白
な
も
の
 

 
 

い
う
こ
と
  

 

老
 じ
し
ん
 

 
 

 
 

ず
 、
た
だ
我
と
の
関
わ
り
 

て
し
ま
う
こ
と
に
 塞
 く
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

源
苦
 と
し
 

 
 

も
の
と
し
て
、
  

 

我
は
他
者
 

 
 

 
 

 
 

根
源
的
共
同
性
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る そそ 性をお しが っ 克あ 
根 のれそに通いて 絶て服る   

共性 し こ づ けこ がそ 他 なの 
同 あ て のげ る の 木 れ者 ぃ痛 
性 る の 町 ら も 他来 にの ま 切 
のぃ 本能れの音的 さ他 ま な 
第は 来性る と 性 な ら者に 、 
一昔 的 こ の しは対さ性 有そ 
議 しなそでて他店れに し し 
酌 み対はあ 勘者をて 基 てて 

なの 町 根 応、 を根。 る きの ぅ負 自あ 覚るづる 礎い 通 説 
能源拒掠 る っ的とげ目的 

性性ま にに れ否 的 とてにこららな いい送られの 意 

    

こ 宏志ので 源す 。 の と に 
深 、 負 の性 す他あ 的な 
み 我 か 自へか者る否わ   

  
にい こ い しをの 信 変現実ずあ 超罪 の し暁日 宗 い と での 
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そ しる後の っ 
のかの の 現 ま 京 
諭 しが現実 り 教   進学で ど り の 実 

宗教 

を的 あ の方 現と 
的 
現 はゐ 考察明ら 不 る 。 よ う は大 実、 実 

かは こ な ぎ 回教 の 
にその 焚 く 心的 
すの変化 変 役俸 

" 命 @ 口 

る 心 化を化の験 理 
こ 理は と し現を 的 
と 壮心げて 実経 
は態 理 - て いでた 

構 
造 

でを 学い なあ 後         



 
 

な
ら
な
 

 
 

空
 の
尺
寸
 

 
 

在
は
 尺
土
 

 
 

即
 上
日
定
 
め
 

 
 

絶
対
空
に
 

 
 

律
 的
で
あ
 

 
 

在
り
乍
ら
 

 
 

的
に
あ
る
 

と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

働
い
て
 

 
 

も
っ
て
 い
 

 
 

一
如
で
あ
 

 
 

無
辺
の
円
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

と
し
て
 生
 

 
 

ま
 神
 律
的
 

 
 

爾
 と
い
わ
 

 
 

か
く
宗
教
 

 
 

在
っ
て
 滅
 

 
 

あ
る
。
 従
 

 
 

の
中
の
滅
 

 
 

と
し
て
成
立
し
 

 
 

ら
し
め
る
も
の
 

 
 

 
 

の
中
心
的
 

 
 

組
織
さ
れ
 

 
 

は
、
 
神
を
 

 
 

 
 

 
 

の
 端
的
な
 

 
 

き
く
洞
観
 

 
 

礼
 と
思
想
 

 
 

る
さ
い
の
 

中
 む
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

と
な
る
。
 

 
 

0
 ヰ
 
Ⅰ
 
ヘ
 
リ
Ⅰ
 

ソ
 
）
 

 
 

機
能
は
 
、
め
 

 
 

 
 

 
 

的
な
観
念
㏄
 

 
 

刺
激
さ
 
四
 

 
 

 
 

え
ら
れ
る
 

ド
の
 見
解
に
つ
い
て
、
両
者
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。
  

 

 
 

ま
、
そ
｜
 

ホ 

に 
    

イ 

@ 

へ   
判牙 ） い   

ド   
ね味 l 

ケブ し 

ばなっ お 
な 含を げ 
らむ 提 
なそ出 

る 

い の し 倫 
理   

ぅかこ 野 
ホ ん こ 不胡笘 

ヮし イ ては で 升 

トヘ 倫 崇宏 
ッ 理数 



（
の
 
0
 ヨ
ヨ
 曲
目
口
の
日
お
 
仁
起
 せ
 つ
 Ⅱ
 
0
 セ
巴
 ）
 か
ど
う
か
を
知
る
た
め
に
吟
味
さ
れ
 

 
 

 
 

方
向
 づ
 

 
 

 
 

を
 
得
る
 

 
 

的
 狂
躁
 

 
 

ぎ
 事
柄
」
 

 
 

一
般
的
 観
 

 
 

帰
さ
れ
る
 

 
 

て
 性
格
 づ
 

 
 

洞
察
が
ひ
 

 
 

げ
ら
れ
る
 

 
 

 
 

徳
と
 相
い
 

な
い
。
 な
 

 
 

信
仰
は
 、
 

 
 

も
の
と
な
 

る
 。
 

 
 

そ
の
 影
 

 
 

 
 

の
で
あ
 

 
 

が
 真
剣
 

 
 

変
え
る
 

 
  

 

を
 整
合
し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

い
し
て
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
  

 

る
 」
か
ど
 

 
 

理
的
 直
観
 

 
 

れ
ぅ
る
 の
 

 
 

に
 矛
盾
し
 

 
 

、
こ
の
こ
 

 
 

る
の
で
あ
 

 
 

ェ
か
り
 
ミ
ロ
 
葉
 

 
 

た
し
、
 
供
 

 
 

ら
 V
 
の
 う
 

 
 

る
の
で
あ
 

る
 。
 

 
 

行
わ
れ
 

 
 

 
 

域
 を
出
な
 

 
 

う
 に
 、
道
 

 
 

が
 、
そ
の
 

 
 

 
 

信
仰
が
 真
 

 
 

だ
こ
の
 吟
 

 
 

 
 

と
い
う
 命
 

 
 

ら
 信
仰
は
 

 
 

で
あ
る
」
 

 
 

を
 受
け
る
 

 
 

る
か
ど
う
 

か
は
問
題
と
な
り
 ぅ
 る
か
ら
で
あ
る
。
 

(334)  122 
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l と基と国 に教教 り ッいシ、 ろうし あ つりトトェ キス スヒ界裁 で 学ッ 

  

す 宣も継親 を ・ 四 をのの l 会しを 
る 教の承をか シ 年 キ 宣宣 の 法た初 
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に 敬老 ェ し 発 かは ト げ ・ し四シ学 

教 を明 て九ュ 欠 間 

  

  
擾援 " 素 
る 

カ 

@ 

@ 
  

  
ri@ 

曲私 旦 
観 
の 

変遷 

 
 

よ
り
、
 

 
 

出
さ
れ
る
 

 
 

ち
も
 現
わ
 

 
 

っ
て
 、
カ
 

 
 

つ
こ
 
キ
ハ
 
。
 

 
 

教
 の
 成
 

 
 

シ
ア
、
 

 
 

り
，
ウ
ノ
出
旦
 

 
 

金
を
投
資
 

 
 

こ
と
。
 

 
 

年
 と
一
 

 
 

げ
を
支
げ
 

 
 

ぅ
 と
す
る
 

 
 

一
八
二
年
に
 

 
 

の
業
 と
見
 

 
 

は
 、
一
九
 

 
 

的
で
あ
る
 

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
。
 

 
 

ル
ロ
ー
 

 
 

c
 Ⅱ
の
リ
ガ
Ⅱ
 

曲
 

 
 

み
を
伝
え
の
 

 
 

 
 

こ
の
画
期
㏄
 

 
 

ら
れ
た
こ
 

お
 

 
 

と
っ
 



 
 

八
エ
 
几
 
）
 

 
 

宣
教
観
 と
 

比
べ
る
時
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
 

 
 

は
歴
 

 
 

 
 

 
 

に
 奉
仕
 

 
 

の
こ
と
ば
 

 
 

ら
す
こ
と
 

 
 

の
 一
つ
の
 

手
段
で
は
あ
っ
て
も
、
宣
教
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
 

 
 

の
も
と
 

 
 

仰
 と
生
き
 

 
 

じ
て
、
 か
 

 
 

め
 、
保
存
 

し
 、
促
進
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
 

 
 

正
 さ
れ
 

 
 

で
 変
わ
る
 

 
 

に
か
け
て
 

 
 

ね
 、
宣
教
 

 
 

宣
教
の
危
 

 
 

よ
う
な
 批
 

 
 

あ
る
の
で
・
 

 
 

カ
ト
リ
 

 
 

わ
れ
る
。
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諸 官 た 
矛 車牛車 一 

  
力 シル l 史を 上 、 ニ 十 ふ 君たみ し 在キめ スら土 国 ル ののム地 ムラ 的ゴ l お げ 
キ体最ポ 五 生国 る タ れ回 北宗に 位 ト る 

っ初て 「 ボ を封力ね 。 こ 

  

ポ 

ノン 

@ 

ガ 
ノン 

v ブ し 

お 
げ 
る 

政 
治 
と 
占 

示教 



 
 

ム
 
「
回
の
 

 
 

、
家
庭
 

 
 

 
 

F
A
 

最
高
革
命
評
議
会
が
 

 
 

 
 

出
し
、
局
面
は
ま
す
ま
す
 

 
 

を
 本
土
の
左
傾
し
て
行
っ
た
。
 

 
 

さ
え
ら
 

二
十
三
倍
と
い
わ
れ
た
海
外
領
土
に
お
 
ょ
 ば
し
て
い
た
。
 

 
 

、
後
者
は
 

 
 

聾
 し
、
 

 
 

 
 

ら
れ
る
南
部
地
方
を
拠
点
 

 
 

」
こ
に
火
と
す
る
。
 

 
 

す
る
 政
 

を
は
く
と
い
う
結
末
に
導
い
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

緯
 も
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
 

 
 

 
 

な
っ
た
が
、
こ
れ
は
キ
リ
 

 
 

 
 

共
産
党
と
の
間
に
不
和
を
 

 
 

敵
 に
進
行
醸
し
出
し
て
国
際
問
題
に
ま
で
進
展
し
た
。
 

 
 

進
派
と
 

 
 

地
 に
賃
上
  

 

の
 根
に
は
 

げ
 ス
ト
が
続
発
し
、
失
業
の
危
機
が
増
大
し
た
。
 

 
 

 
 

た
わ
っ
て
い
る
よ
 
う
 に
 

 
 

た
が
、
 失
 

お
も
え
る
。
 

 
 

余
儀
な
く
 

さ
れ
た
。
 

ト
ミ
ズ
ム
に
お
け
る
一
つ
の
問
題
点
 

 
 

っ
て
 穏
 

 
 

し
た
。
 

岩
木
一
夫
 

 
 

挙
 
（
五
十
年
ぶ
  

 

に
あ
る
 

 
 

が
 主
体
）
。
、
一
一
一
力
 

 
 

あ
ろ
う
。
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ズ
ム
受
容
 

 
 

面
 で
は
 ト
 

 
 

ら
 検
討
さ
 

 
 

ら
こ
の
 間
 

 
 

十
八
 

し
こ
 
、
。
 

 
 

ト
教
哲
 

 
 

思
床
 の
 間
 

 
 

べ
か
ら
ざ
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

る
と
 巴
 わ
 
・
 

 
 

の
 選
択
と
 

 
 

、
そ
れ
 

 
 

が
宇
 え
ら
 

れ
る
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

、
第
一
 

 
 

間
 と
の
 連
 

 
 

と
 舌
口
っ
て
 

 
 

の
み
で
は
 

 
 

と
に
よ
っ
 

 
 

れ
る
限
り
 

 
 

れ
な
け
れ
 

ば
な
ら
な
い
 ト
 
よ
り
に
回
心
上
わ
れ
 

二
 り
の
 ネ
 
し
あ
て
 り
 。
 

 
 

て
、
仮
 

 
 

諸
問
題
 領
  

 

、
 言
わ
ば
 

 
 

 
 

よ
う
 に
思
は
 

 
 

わ
れ
る
点
を
指
摘
し
た
い
と
思
 
う
 の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

よ
っ
て
㏄
 

 
 

全
て
の
 存
 

 
 

と
 考
え
 も
 

れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

の
に
も
 

 
 

あ
っ
て
 、
 

ト
マ
ス
は
 、
 次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。
 

 
 

の
 
。
 幅
コ
 
。
 

 
 

口
口
 

去
 0
 口
ロ
岸
が
 

 
 

呂
 ・
 
e
 の
（
 ぎ
 

 
 

～
）
 

由
弔
隼
 

0
 ）
 
岸
 

 
 

（
片
田
 

ヲ
 
・
・
 

㏄
も
・
 
切
 ）
 

 
 

神
に
そ
 

 
 

を
 受
け
る
 

 
 

へ
の
志
向
 

 
 

ト
マ
ス
 

 
 

の
を
秩
序
 

 
 

系
を
啓
示
 

 
 

る
の
で
あ
 

 
 

か
れ
る
。
 



ア
 タ
ナ
シ
オ
ス
の
「
存
在
」
理
解
を
め
ぐ
っ
て
 

軒
灯
 

啓
 

 
 

学
問
 の
 

 
 

明
 の
ま
ま
 

 
 

に
 即
し
て
 

 
 

存
在
 
か
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅱ
の
の
由
が
 

 
 

メ
 
Ⅰ
Ⅱ
Ⅱ
曲
目
の
 

い
 の
仁
田
Ⅱ
山
ロ
 

ざ
 
㏄
 め
の
 
・
（
 
刃
 0
 ～
）
）
：
 

M
 
、
め
 
0
 ）
 

 
 

が
、
又
 

 
 

が
 認
め
ら
 

 
 

が
定
立
さ
 

れ
る
そ
の
根
源
的
発
想
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

し
て
の
 

 
 

は
 ）
、
こ
れ
 

 
 

て
い
 き
た
 

い
と
思
 う
 の
で
あ
る
。
 

 
 

再
 解
釈
に
 

 
 

軸
 と
す
る
 

 
 

者
の
相
違
 

 
 

者
を
「
 存
 

 
 

に
 「
存
在
」
 

 
 

い
る
「
 パ
 

 
 

あ
る
が
）
 、
 

 
 

考
え
た
 場
 

 
 

そ
の
一
派
 

 
 

重
要
な
 鍵
 

を
 提
供
し
て
く
れ
る
よ
さ
に
思
わ
れ
る
。
 

 
 

ク
リ
 ス
 

 
 

R
V
 と
み
 

 
 

こ
と
を
 否
 

 
 

性
的
 置
づ
 

 
 

よ
る
と
こ
 

 
 

等
し
く
 神
 

 
 

っ
て
神
の
 

 
 

な
い
。
 
す
 

 
 

お
い
て
後
 

 
 

存
在
で
は
 

 
 

る
 。
そ
し
 

 
 

下
 し
、
 両
 

 
 

0
 こ
れ
に
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存
在
」
で
 

 
 

口
 （
 自
ト
か
 ）
 

 
 

ン
が
ィ
 ・
 
テ
 

 
 

は
 用
い
る
 

 
 

の
 意
味
を
 

 
 

子
の
父
で
 

 
 

（
の
 
h
.
 
o
r
 

0
 ・
 レ
 q
 ：
 H
 、
 
㏄
 m
.
H
H
.
 
 

）
 
O
.
 
H
 

～
 
H
.
 

の
㏄
）
。
 

 
 

の
 標
示
 

 
 

「
 
キ
仔
在
 
」
 

 
 

み
る
・
・
も
 

 
 

す
る
こ
と
 

 
 

l
,
 
）
 レ
に
関
 

 
 

ス
 な
ら
び
 

 
 

ア
 哲
学
の
 

 
 

む
ろ
ん
 両
 

 
 

り
 、
あ
る
 

 
 

い
 う
 ま
で
 

 
 

る
 両
者
間
 

 
 

主
義
の
内
 

 
 

資
料
的
に
 

も
 重
要
な
意
義
を
も
っ
 
よ
う
 に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

解
明
 口
 

 
 

命
 
（
魂
の
 

 
 

の
勧
 と
ロ
七
包
 

 
 

オ
デ
ュ
ッ
 

 
 

ぅ
文
学
 形
 

 
 

ぱ
 次
の
通
 

り
で
あ
る
。
 

I
 
A
 
 
魂
の
堕
落
（
）
 め
へ
 
、
お
 l
H
N
o
.
 
 

の
）
 

B
 
 釈
義
に
よ
る
解
明
（
お
の
 、
釧
｜
 Ⅱ
の
）
・
 

お
 ）
 

Ⅱ
 
A
 
 父
に
よ
る
救
済
（
 
ト
の
 
）
 ，
目
 １
 %
N
.
 ㏄
の
）
 

B
 
 釈
義
に
よ
る
解
明
（
田
の
の
・
 
H
 ー
 ぎ
 ）
 

m
 
A
 
 
兄
弟
と
の
結
婚
（
口
お
・
 ビ
 ー
 お
 A
 、
 H
 
㊥
 

B
 
 釈
義
に
よ
る
解
明
（
 目
 ㌍
 ，
乙
 1
 黍
の
 、
か
 ）
 

 
 

勧
告
と
釈
義
（
 ト
鱒
 ・
 か
 ー
 ト
 の
べ
、
 
お
 ）
 

一
 

 
 

教
 と
の
 

  

献
 

荒
井
 

ハ
マ
デ
ィ
文
書
コ
ー
デ
ッ
ク
 ろ
 ℡
）
に
つ
い
て
 

0
)
 

塊
 

 
 

 
  

 

 
 

「
魂
の
解
明
日
（
 ナ
グ
 ・
 



笛 四部 全   

一
 一
 

 
 

（
㌧
 
曲
 Ⅱ
㏄
 

 
 

は
 A
 神
話
 

 
 

。
実
際
、
 

 
 

セ
ウ
ス
」
 

関
連
を
め
ぐ
っ
て
 、
 二
つ
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
 

 
 

0
 部
分
 

 
 

ス
 神
話
 

 
 

（
 ノ
ミ
 
・
 の
 

 
 

目
汀
捷
 

 
 

コ
コ
 
）
を
 形
 

 
 

ラ
ス
派
 ｜
 

。
は
、
キ
リ
ス
ト
教
以
前
に
成
立
し
た
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

等
に
 よ
 れ
 

不
｜
 神
話
 

ケ
 ー
 神
話
 

ル
フ
 

た
は
「
 原
 

 
 

 
 

従
っ
 

 
 

オ
デ
ュ
ッ
 

 
 

か
ら
見
て
 

 
 

し
 の
の
一
力
 

ヨ
の
 「
・
 
ミ
古
 s
0
 
三
下
毛
 ぢ
お
 ）
。
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の
中
で
同
 

一
の
「
機
能
」
（
 
H
o
 

目
 （
 
ざ
口
 
）
を
果
し
て
い
る
。
 

 
 

神
話
に
 

 
 

（
 
@
 ）
 的
、
 

 
 

A
 神
話
は
 

 
 

階
を
示
し
 

 
 

が
 対
応
す
 

 
 

Ⅰ
 
レ
 ス
リ
 
日
ョ
 

 
 

ア
 に
村
 

 
 

す
る
。
 

 
 

シ
ュ
ケ
 

 
 

に
 「
系
列
」
 

 
 

ア
 デ
ス
 ヒ
 

N
 九
に
言
及
さ
れ
て
い
る
プ
シ
ュ
ケ
ー
神
話
で
あ
る
。
 

 
 

関
係
に
 

 
 

｜
 シ
ス
的
 

 
 

し
て
の
 プ
 

 
 

後
に
構
成
 

 
 

ノ
ー
シ
ス
 

 
 

・
そ
れ
に
 

 
 

ス
ト
教
戒
 

立
 以
後
に
実
現
を
見
た
。
 



 
 

様
式
 史
 

 
 

ぎ
た
。
 こ
 

 
 

一
つ
の
 
危
 

 
 

れ
て
、
 全
 

 
 

っ
は
、
逆
 

 
 

釈
の
枠
組
 

 
 

お
い
て
 

 
 

、
 小
さ
な
 

 
 

が
 増
大
 

 
 

し
ば
柚
釜
 
思
 

 
 

は
 、
研
田
 硝
 

 
 

が
 認
め
 

ら
れ
る
。
 

 
 

る
よ
う
 

 
 

じ
ら
れ
 始
 

め
て
い
る
の
が
構
造
主
義
と
文
学
社
会
学
で
あ
る
。
 

 
 

ぅ
る
か
 

 
 

・
実
際
、
 

 
 

構
造
主
義
 

博
 

土
屋
 

福
音
書
研
究
の
方
法
に
関
す
る
一
考
察
 

 
 

い
 構
造
 主
 

0
 

 
 

あ
れ
ば
、
㎎
 

 
 

に
 注
意
し
の
 

 
 

が
伝
承
の
㎝
 

 
 

る
 必
要
が
 

 
 

の
も
の
が
 

 
 

文
学
類
型
 

 
 

必
要
が
あ
 

 
 

自
体
一
 つ
 

 
 

そ
の
中
の
 

 
 

ら
で
あ
 

 
 

ぅ
 一
般
的
 

 
 

「
 共
 特
約
」
 

 
 

ぅ
 こ
と
は
、
 

 
 

こ
ろ
、
 構
 

 
 

て
い
る
だ
 

げ
の
よ
う
 で
あ
る
。
 

 
 

方
法
が
 

 
 

ど
 知
ら
れ
 

 
 

思
わ
れ
る
。
 

 
 

馬
 
め
の
 
か
 ～
も
 
達
襄
 ，
 

 
 

の
 連
関
の
 

 
 

的
 考
察
」
 

 
 

機
能
」
、
 



ヨ
ハ
ネ
福
音
書
の
研
究
の
方
法
と
翻
訳
の
問
題
 

曲
目
 

十
一
 p
 

 
 

着
手
は
 

 
 

、
 J
.
L
.
 マ
 

 
 

ま
 Ⅰ
Ⅱ
苗
の
も
め
㌧
も
 

い
 

 
 

九
六
九
年
の
こ
 

 
 

の
 「
 社
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

様
式
典
」
 

 
 

従
っ
て
 、
 

 
 

く
と
も
 現
 

時
点
で
は
、
歴
史
的
方
法
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

ぅ
 状
況
 

 
 

、
新
約
 学
 

 
 

学
史
 」
と
 

 
 

 
 

 
 

」
全
体
を
 

 
 

の
で
あ
 

 
 

て
 「
キ
 リ
 

 
 

史
 」
と
の
 

関
連
の
問
題
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 

 
 

福
音
書
の
 

 
 

セ
 0
 年
に
 

 
 

ま
っ
た
 文
 

 
 

性
格
に
関
 

 
 

後
、
 W
 

 
 

業
績
「
 第
 

 
 

J
.
 

ヘ
ッ
 

 
 

が
 公
に
さ
 

 
 

究
 に
お
 け
 

 
 

く
し
て
は
 

 
 

」
数
年
間
 

 
 

れ
も
、
 
様
 

 
 

発
表
を
生
 

 
 

る
、
 と
官
 

え
よ
う
 。
 

 
 

ト
マ
ン
 

 
 

料
 
0
 （
（
の
 

口
 

 
 

」
等
を
 、
 

 
 

の
 、
そ
の
 

 
 

面
的
に
受
 

 
 

｜
ル
 等
の
め
 

 
 

含
む
か
な
㎝
 

 
 

ナ
 等
と
犬
釘
 

 
 

 
 

蓋
然
性
が
 



 
 

不
福
音
書
 

 
 

伝
承
に
 帰
 

 
 

 
 

 
 

性
は
文
書
 

 
 

ど
に
よ
る
 

と
見
徴
 し
得
る
。
 

 
 

、
こ
の
 

 
 

Q
o
 
め
 
寸
心
～
 

0
 Ⅰ
 

 
 

昭
一
）
が
 
、
 

 
 

す
る
。
 加
 

 
 

ト
ツ
 ・
 
ド
、
 

 
 

 
 

用
 さ
れ
て
 

え
る
。
 以
 

 
 

点
等
の
唐
 

 
 

用
 す
る
。
 

 
 

料
 の
 性
 

 
 

の
 思
想
と
 

 
 

同
時
に
 、
 

下
 、
そ
の
具
体
的
一
例
を
取
り
上
げ
る
。
 

 
 

 
 

Ⅱ
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
一
章
三
節
 
b
?
 四
節
の
翻
訳
上
の
間
 題
 

 
 

 
 

読
み
方
が
 

 
 

を
 含
ん
 

除
 Ⅰ
 
Ⅰ
 
ぺ
 
)
 
@
 
隠
 

二 （ 殆 ィ し の の 
年ェ こ ん そ フ ナ 該こ   巴 、 ， 巴 、 

に ウ の ど こ の イ 

外 レ 神宗 に町ル     
エ 0 例 区徴     
  が " 考 "   の 心ネ えネ 

内 らの る が か       
文 ィ三 と こ キ 
は レセ し の ロ 

前 " 年て 神 さ 
一 ス プ 有殿 か   

つ 
る 崎 い 

て 
っか定 

  
訳 る 

  r 資 
た 一世 て デ 際 料 

 
 

語
上
 の
 慣
 

 
 

 
 

 
 

記
者
自
身
 

 
 

 
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

を
オ
り
ジ
 

 
 

漠
 @
 
。
 
Ⅱ
 赴
 @
 
 
ハ
、
 

台
 
㌧
 
モ
 

 
 

 
 

分
か
れ
③
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が
 描
写
 

 
 

 
 

ら
れ
た
 

 
 

く
て
、
 
祭
 

儀
 に
お
け
る
神
話
的
儀
礼
で
あ
る
と
す
る
。
 

 
 

当
 す
る
 

 
 

跡
 が
発
見
 

さ
れ
な
い
こ
と
、
に
よ
る
。
 

 
 

元
 「
明
二
 

 
 

こ
と
、
 壁
 

 
 

場
に
、
第
 

 
 

Ⅱ
㏄
）
Ⅱ
（
～
）
 

り
目
 
-
 

 
 

Ⅰ
」
 

お
 本
ぬ
 
ト
 
r
e
,
 

鯨
晦
ヒ
 
㌧
～
～
 

p
,
 

お
 。
）
の
㏄
 

収
 ）
 

 
 

ホ
ル
 

 
 

流
 ）
と
下
 

 
 

挙
行
す
 

 
 

 
 

 
 

る
 神
で
 

 
 

で
な
く
、
 

 
 

た
 よ
さ
に
 

 
 

た
 

 
 

」
と
な
 

 
 

漠
然
と
し
 

た
 存
在
が
具
体
化
し
た
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

A
 は
 

 
 

と
し
て
い
 

 
 

。
こ
の
 二
 

 
 

が
 、
こ
れ
 

 
 

示
す
。
 

 
 

ま
た
は
 

 
 

ホ
ル
ス
 神
 

 
 

こ
と
を
 示
 

す
 。
 

 
 

、
第
十
 

 
 

た
ュ
フ
 
の
 

 
 

物
 を
さ
さ
 

 
 

と
 記
さ
れ
 

て
い
る
。
 

 
 

0
 元
文
帝
 

 
 

く
さ
わ
れ
 

 
 

セ
ト
 と
鞍
 

父
の
復
讐
を
し
て
エ
ジ
プ
ト
王
を
継
承
す
る
。
 

 
 

、
大
人
 

 
 

と
な
っ
た
ホ
ル
ス
は
 
セ
ト
 を
細
か
く
切
り
刻
む
。
 

胆
 
5
 

 
 

ホ
レ
ヰ
 ょ
エ
 
山
 

 
 

キ
リ
（
 

 
 

、
ェ
 デ
ィ
 

窩
 

 
 

フ
 も
ア
ボ
ロ
ン
ボ
リ
ス
・
マ
グ
ナ
 
と
 呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
。
 



 
 

復
は
 

 
 

あ
る
。
Ⅴ
 

 
 

範
畦
 で
あ
 

 
 

当
っ
て
 、
 

 
 

な
も
の
 

 
 

あ
ろ
う
 

 
 

法
 が
存
在
 

 
 

は
 容
易
で
 

 
 

あ
る
。
で
 

 
 

が
 存
在
し
 

 
 

す
る
。
Ⅴ
 

 
 

る
こ
と
 

 
 

ヤ
人
に
と
 

 
 

何
故
 想
 

 
 

、
ま
た
そ
 

 
 

ね
 。
 

 
 

八
 ギ
リ
 

 
 

彼
等
は
そ
 

 
 

在
し
て
い
 

北
田
勝
己
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
八
反
復
Ⅴ
の
問
題
 

 
 

か
 は
こ
の
 

 
 

 
 

工
学
的
意
㎎
 

 
 

１
 0
 写
し
の
 

 
 

す
べ
て
の
㎝
 

 
 

っ
て
、
 相
 
杣
山
 

 
 

存
在
し
た
 

 
 

す
る
こ
と
 

 
 

性
へ
窒
速
 

 
 

々
が
根
木
 

 
 

 
 

げ
が
 存
 

 
 

１
 0
 前
に
 

 
 

 
 

の
 非
存
在
 

 
 

先
ず
 、
概
 

 
 

い
う
こ
と
 

 
 

ば
な
ら
 

 
 

0
 間
 題
を
 

 
 

と
る
。
 
即
 

 
 

切
の
差
別
 

 
 

な
も
の
と
、
 

現
存
在
は
観
念
性
と
同
質
化
さ
れ
て
 
了
う
 の
で
あ
る
。
 

 
 

わ
ば
 一
 

 
 

に
 見
る
 代
 

 
 

の
や
、
 非
 



キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
 

実
存
の
三
段
階
 説
仁
 つ
い
て
 山

下
 
秀
智
 

会
 

部
 

 
 

一
 
三
の
問
題
に
 

  

閑
む
 
な
 
も
 

  

 
 

  

に
よ
っ
 

  

。
彼
の
反
 

  

弁
証
法
的
 

  

と
さ
れ
る
 

  

し
て
い
た
 

  

る
と
言
わ
 

  

性
の
媒
体
 

  

体
の
中
へ
 

  

の
中
に
現
 

  

。
現
存
在
 

 
 

 
 

  

れ
は
現
実
 

見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
 

つそ実 歴に 能 に的も表あ ろ あ 策て コ にあ の 白 目 ち   

がつ番方 か望 ・と られ 傲ス地 約 9 己 し （   
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の
 選
択
の
 

 
 

い
な
く
も
 

 
 

の
 有
限
性
 

 
 

い
く
の
で
 

 
 

の
 哲
学
 ヒ
 

 
 

で
あ
り
、
 

 
 

実
で
あ
 

 
 

 
 

ム
 判
事
は
反
論
し
 ぅ
る
 だ
ろ
う
）
。
 

 
 

エ
 ル
 ケ
 

 
 

 
 

示
教
的
段
 

届
か
な
 

 
 

や
｜
 責
め
 

 
 

あ
る
。
 
そ
 

 
 

軸
 に
意
見
 

 
 

 
 

決
意
の
矛
 

 
 

成
立
し
な
 

 
 

 
 

、
そ
の
 悪
 

 
 

 
 

い
る
。
 し
 

 
 

、
結
婚
Ⅱ
 

 
 

の
は
、
 余
 

り
に
も
楽
天
的
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

れ
は
、
 

 
 

（
五
月
十
 

 
 

の
の
 
ゴ
 口
オ
・
 

 
 

，
 勾
の
中
（
 

z
 
の
 目
 
"
 

 
 

㌻
 叶
 
㍉
 
り
の
 

り
 
臣
 

 
 

の
の
・
 
ト
ゆ
 
Ⅱ
 目
 ）
 

 
 

%
 成
 と
そ
 

小
川
圭
 治
 

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
「
方
法
」
の
問
題
 

｜
 Ⅰ
 
し
 ・
マ
ラ
ソ
チ
ュ
ク
 
日
 セ
ー
 レ
ソ
 ・
キ
ル
ケ
 

コ
ー
ル
に
お
け
る
弁
証
法
と
実
存
口
を
め
ぐ
り
 

て
｜
 

 
 

 
 

の
 ペ
ヲ
 

（
 の
Ⅱ
 
圧
 
0
 ）
 
6
 

 
 

と
 、
例
外
は
 

 
 

 
 

日
功
 

俊
ぃ
 
垂
口
口
の
 

 
 

ハ
ト
ス
の
㎝
 

 
 

お
そ
れ
 

 
 

い
っ
し
 ょ
 

 
 

｜
 関
係
を
 

 
 

問
的
 感
情
 

 
 

明
ら
か
と
 

な
る
で
あ
。
 
り
，
 
≦
。
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ね
 ち
、
 実
 

 
 

に
か
か
わ
 

 
 

統
一
性
と
 

 
 

い
 う
 方
法
 

 
 

研
究
の
統
 

 
 

は
 、
前
期
 

 
 

想
 を
こ
の
 

 
 

定
 さ
れ
た
 

多
面
鏡
と
し
て
理
解
し
た
。
 

 
 

景
 と
し
 

 
 

い
る
。
 1
 

 
 

考
察
」
を
 

 
 

精
細
な
検
 

 
 

役
立
て
う
 

 
 

適
用
さ
れ
 

 
 

す
る
も
の
 

と
い
え
る
。
 

 
 

究
 に
つ
 

 
 

の
り
 
由
宙
 
の
 
臣
 叶
 
い
 
）
 

 
 

た
め
の
 二
 

 
 

じ
て
い
 

 
 

中
に
 %
 げ
 

 
 

を
 考
え
、
 

 
 

証
 法
に
対
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は
 弁
証
論
 

 
 

は
言
，
ぇ
な
 

 
 

こ
こ
で
 

 
 

、
神
学
 諸
 

 
 

を
 、
バ
ル
 

ト
 が
ど
の
様
に
見
て
い
る
か
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。
 

 
 

や
 不
信
 

 
 

見
る
事
で
 

 
 

っ
て
廃
棄
 

 
 

て
 初
め
て
 

 
 

弁
証
法
を
 

 
 

る
と
い
う
 

方
法
の
形
成
過
程
が
た
ど
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

を
 考
え
 

 
 

ハ
ル
ト
に
お
け
る
弁
証
論
の
問
題
 宇

都
宮
輝
夫
 

 
 

的
に
後
 

 
 

評
論
の
 可
 

 
 

 
 

も
う
一
つ
 

 
 

学
 」
な
ど
  

 

中
に
含
ま
 

 
 

て
 逆
転
し
㎎
 

 
 

ソ
ナ
ー
に
の
 

 
 

 
 

、
弁
証
論
㏄
 

 
 

 
 

れ
 の
み
が
 

 
 

は
、
 確
か
 

 
 

付
 さ
れ
ね
 

 
 

信
仰
を
真
 

 
 

な
い
の
 

 
 

は
 、
不
信
 

 
 

に
こ
そ
 定
 

 
 

う
な
い
の
 

 
 

る
こ
と
を
 

 
 

と
に
な
 

 
 

神
学
に
固
 

 
 

 
 

て
 、
そ
れ
 

 
 

 
 

 
 

に
尚
 特
別
 

な
 弁
証
論
は
存
在
し
な
い
。
 

 
 

の
の
 究
 

 
 

後
 的
前
提
 

 
 

る
こ
と
の
 

 
 

解
す
る
。
 

 
 

究
 
（
 
q
p
&
 

の
の
 

 
 

「
教
会
教
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Ⅰ """ 
    

    部会 

か Ⅰ 

りロ） e 0% 遮め の 

  
g は   

  
説 き Ⅰ 肌刀 めヰ 

  
，く鮒 原 

ウロ 
め ぎ 

恭 
日ヰ せき 

 
 

る
 

ぎ
 （
の
）
 

訂
ゑ
 
に
つ
い
て
（
 

1
.
 
コ
リ
ン
ト
・
 

M
.
 
穏
 1
 
㎎
を
中
心
と
し
て
）
 

 
 

な
ど
と
し
 

て
 用
い
ら
れ
、
明
瞭
に
聖
霊
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

学
 の
 閉
 

 
 

弁
証
法
 神
 

 
 

が
 衰
顔
 し
 

 
 

方
で
は
あ
 

 
 

存
 に
よ
る
 

 
 

る
 事
が
出
 

 
 

、
新
形
態
 

の
神
秘
主
義
と
い
う
様
な
性
格
付
け
な
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
 

彼
に
対
す
 

 
 

徹
底
化
に
 

 
 

還
向
要
素
 

 
 

小
 に
よ
っ
 

て
は
、
彼
の
作
業
は
捉
え
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
 

ウるレ 節スう いらは味なが 、 一 の 

い 場か一にして 

なにものあ いい「対っ て 、 み た     
でて と きの 応 

そいいで人を の ろう は々 示   
いそ構 とて か 

つめ て場しパニ 成をとし 、   
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1
 
 Ⅰ
 コ
リ
 

 
 

は
 主
と
し
 

 
 

z
]
.
.
 

ト
 Ⅱ
Ⅲ
・
Ⅲ
 

円
 

 
 

は
 、
あ
い
 

 
 

、
 私
の
知
 

 
 

な
り
俗
化
 

し
て
く
る
。
 

 
 

「
 天
的
 

 
 

が
 、
そ
れ
 

 
 

に
 対
応
す
 

 
 

と
 感
情
、
 

 
 

こ
の
 ゆ
 、
 
ぇ
 

 
 

た
 ら
 ）
 、
と
 

 
 

 
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

1
 
.
1
4
 
4
 

の
 

 
 

し
匹
ヰ
 
お
す
 

 
 

お
り
、
 
フ
 

 
 

い
る
。
 
こ
 

 
 

な
い
か
と
 

思
う
。
 む

す
び
 

 
 

れ
た
と
 

 
 

し
そ
れ
 

小
林
恵
一
 

 
 

員
 が
互
 

 
 

辞
 
は
コ
 屋
紅
 
ム
口
 

 
 

が
、
斯
 

 
 

の
 相
関
関
 

 
 

近
の
号
目
語
 

 
 

語
の
水
準
 

 
 

ふ
め
 一
部
 

 
 

い
っ
て
 い
 

 
 

さ
れ
て
 ぃ
 

 
 

方
法
論
 

 
 

武
史
・
 編
 

 
 

て
は
第
三
 

 
 

の
 接
続
面
 

 
 

の
方
法
と
 

 
 

）
の
方
法
 

 
 

較
 検
討
す
 

構
造
 主
議
的
 聖
書
釈
義
の
接
点
 

様 
式 
史 
的 
聖 

書釈 

義 
と 

(352) 

 
 

導
か
れ
た
 

 
 

1
4
 

知
 ・
 情
 ・
意
の
調
和
的
一
致
で
あ
る
。
 



 
 

。
す
な
わ
 

る
 。
 

 
 

 
 

の
 テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
 

 
 

 
 

神
 が
海
の
怪
物
と
戦
 う
と
 

 
 

 
 

は
 古
い
創
造
物
語
で
あ
り
、
 

 
 

創
世
紀
一
 

 
 

鰍
的
ヨ
目
 

 
 

 
 

た
レ
シ
 で
あ
る
と
い
え
る
。
 

 
 

て
 発
生
 

 
 

、
中
分
 詞
 

的
 
（
歴
史
的
・
 適
 時
的
）
に
説
明
し
て
い
く
。
 

 
 

ま
し
た
 

 
 

の
外
に
 

 
 

小
 単
位
の
 

 
 

 
 

内
部
要
素
 

物
語
（
乙
の
 ぃ
曲
 
）
と
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

１
チ
に
お
い
て
前
記
 
ボ
 

 
 

 
 

え
 、
こ
の
 レ
シ
 の
主
要
素
 

 
 

済
論
 約
説
 

と
い
う
問
題
を
取
上
げ
て
い
る
。
 

 
 

 
 

創
造
第
四
日
の
記
述
に
 

 
 

 
 

こ
に
 旧
 創
造
物
語
の
潜
在
 

 
 

 
 

せ
て
い
く
。
 

 
 

小
 レ
シ
が
 

 
 

成
立
ち
 

 
 

 
 

、
一
方
、
構
造
分
析
的
所
 

 
 

 
 

く
 過
程
に
お
い
て
歴
史
の
 

 
 

 
 

ま
た
構
造
の
分
析
の
仕
方
 

 
 

 
 

、
史
的
研
究
者
の
見
落
し
 

 
 

に
ま
で
同
質
性
が
ち
な
面
を
捕
え
て
い
る
と
い
え
る
。
 

 
 

加
え
る
 

靱
が
 見
出
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

は
な
か
ろ
う
か
。
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レ 主 に超 つ る 

  稔
 

小
林
 

グ
ア
ノ
ー
リ
ノ
ス
上
上
上
 

そ
弍
昧
に
 

Ⅱ
ド
ハ
山
川
り
る
寺
本
曲
㏄
 

へ
 q
 も
 ハ
う
 
執
も
聚
 

へ
 

0
 間
 題
 

 
 

、
 我
々
は
 

 
 

 
 

分
 
（
Ⅱ
 
o
.
 
M
  

 

㏄
 1
 仁
レ
 に
つ
い
て
Ⅰ
も
扱
わ
な
沖
り
れ
ば
 サ
 
は
う
な
い
で
も
め
る
 ス
フ
 
。
 

 
 

 
 

に
 思
想
 

 
 

は
 人
間
の
 

 
 

素
 は
よ
 

 
 

ち
 色
目
 
0
 の
 と
 

 
 

呼
ば
れ
る
。
 

 
 

て
 具
体
的
 

 
 

ち
に
あ
る
 

 
 

（
な
お
、
 

 
 

卜
の
末
尾
 

を
 含
み
、
 9
 
か
の
末
尾
は
 A
 に
帰
す
る
必
要
が
あ
る
。
）
 

 
 

射
的
確
 

 
 

 
 

）
と
の
 対
 

 
 

、
 及
び
 成
 

 
 

 
 

部
分
が
一
 

 
 

ら
れ
て
 ぃ
 

 
 

つ
い
て
は
、
 

 
 

要
 」
で
 

 
 

さ
れ
た
も
 

 
 

キ
リ
ス
ト
 

 
 

批
判
と
理
 

 
 

べ
ら
れ
る
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八
九
上
ハ
 

 
 

が
 、
信
仰
 

玉
井
 

実
 

J
.
 ト
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
聖
書
解
釈
の
特
質
 

l
J
.
p
 
ッ
ク
 と
の
対
比
か
ら
 ｜
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要一の こ 方 
と般知 に法 以 
し 知性 矛基 上 

、 識論盾盤の 
更 と ののを 立 
に 同調な 整脚 
八様調 いえ 点 
三，に原 合っか     
づィ観襲 ののに 
く 。 余 し展示 入 ると 推論 相互 て、 開を 例を 

V の 聖試理   
を 明書・み性 最 
意蜥 のて 認初 
義な趣 い識に   
点意 : 概はさ 性 誌上 ま、 V を 念を ロッ せ、 
宗必も ク その 

 
 

、
全
面
的
 

 
 

従
っ
て
 、
 

 
 

、
論
争
の
 

類
型
故
に
無
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

て
も
、
 

 
 

る
ま
い
。
 

 
 

著
者
の
皮
 

 
 

的
な
も
の
 

は
 霊
的
な
人
々
に
帰
せ
ら
れ
る
と
い
う
。
」
な
る
挿
入
 
文
も
、
 著
者
が
 附
 

 
 

わ
ら
ず
」
 

 
 

っ
た
 限
り
 

 
 

対
す
る
 無
 

 
 

も
か
か
わ
 

 
 

。
そ
れ
ら
 

 
 

少
な
く
と
 

 
 

う
 。
 

 
 

釈
を
試
み
 

 
 

批
判
と
、
 

 
 

が
ら
、
 彼
 

 
 

 
 

考
え
て
み
 

よ
 う
 。
 

 
 

が
あ
ろ
 

 
 

名
 
一
一
 
ノ
 

 
 

 
 

試
み
た
の
 

 
 

内
面
的
 発
 

 
 

八
広
敷
 

 
 

 
 

 
 

 
 

な
か
よ
う
 

 
 

ら
は
受
容
 

 
 

自
己
の
主
 

 
 

や
 注
解
な
 

 
 

た
こ
と
は
 

 
 

課
題
と
し
 

ヰ
ハ
、
レ
 

-
 
し
 Ⅹ
。
 



 
 

の
形
而
上
 

 
 

い
え
よ
 う
 。
 

 
 

は
 何
も
 

 
 

 
 

物
を
認
識
 

 
 

干
物
す
べ
 

 
 

 
 

い
る
。
 

 
 

 
 

に
 、
も
し
 

 
 

 
 

神
の
被
 造
 

 
 

聖
書
解
釈
 

 
 

 
 

瀧
 と
し
た
 

 
 

存
在
し
た
 

 
 

作
 の
八
割
 

 
 

え
た
も
 

 
 

な
い
。
」
 

 
 

見
解
で
あ
 

 
 

イ
ル
ラ
ン
 

 
 

の
 憂
き
目
 

を
み
た
 

 
 

秋
穂
宗
教
研
究
 

 
 

の
ゎ
 
不
教
理
 

 
 

類
似
し
て
 

 
 

場
合
は
聖
 

 
 

て
 超
自
然
 

@
l
 ズ
テ
フ
 

 
 

ら
 、
私
見
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復刊 歴 わそを待望 キ 
離 す 史 れれ非を書 @ 

でるや ては 難非に ズ 

あ の 文 く 当す 難お     教 
帝，ァ "-   お 
げ 

教 例 そ判ス 、 批りもれ しな者に 言 法 る   律 

律激 こ のい律のす 法 

法烈 な発 。 法批る 釈 
義 釈義 なも の ぅ 生し中判 とか 心は の 

ののととしのあ 問が異も 、 宗っェ ぅ 
円 目Ⅱ ほ 

出 題 

  

にに 八一の心的知 い @ こ   

か む休神的然は 象 ン 一 

。 結に論なの ぽ、 と ド 種   申は っ で あ 次 元 ので 解は 倫理       

つ、 Ⅰ 由紀 ッ 末はき 紋 べの 事 道徳 リス 思考 

て ク の 、 点、 実論 ト の 
は なィ 事ははに 教 変 
今 も ギ の ト彼 関の 東 
後 そ り 他 l 本す 宗 を 
ののス大 う 来る教 求 
課渦 でき ン の実性 め 
越中は く ド 関銭を て 



 
 

表
し
た
の
 

 
 

新
し
い
 異
 

 
 

ロ
の
 律
法
 

 
 

 
 

 
 

三
譲
 

 
 

、
 罪
の
ゆ
 

 
 

い
を
も
た
 

 
 

と
と
も
に
、
 

 
 

領
域
に
あ
 

 
 

「
文
字
に
 

 
 

「
文
字
は
 

 
 

現
実
に
 惨
 

 
 

「
文
字
に
 

 
 

れ
は
人
か
 

 
 

法
は
 雲
と
 

 
 

ト
の
 十
字
 

 
 

、
律
法
に
 

 
 

「
呪
い
の
 

 
 

。
し
た
が
 

 
 

は
 「
 モ
｜
 

 
 

 
 

ぶ
 。
こ
れ
は
文
字
に
書
か
 

」
の
は
た
ら
き
 

会
 

 
 

 
 

 
 

ち
、
 神
の
 

 
 

神
に
 義
と
 

さ
れ
る
と
見
る
。
 

 
 

、
 法
の
 

 
 

が
 来
る
ま
 

 
 

し
 、
仲
介
 

 
 

ノ
 二
十
）
。
 

 
 

、
す
べ
て
 

 
 

て
 神
の
子
 

で
あ
る
」
（
周
三
 
ノ
 二
六
）
。
 と
 古
里
 毒
 す
る
。
 

 
 

い
で
あ
 

 
 

神
か
ら
の
 

 
 

ロ
が
 持
っ
 

 
 

エ
 ル
の
 全
 

 
 

も
に
道
徳
、
 

 
 

で
い
い
つ
 

 
 

な
る
も
の
 

 
 

令
は
固
定
 

 
 

と
俗
 な
る
 

 
 

邦
人
を
も
 

 
 

る
と
き
、
の
 

 
 

 
 

ハ
ウ
 戸
 

 
 

人
格
性
を
蝸
 

 
 

 
 

教
 自
身
の
 



オ腕 意 どに て つイ   

  

5 5 かかれいど   の 山   
  

たの果は歌 しに ナ ム ち れ 

古 
代 

l オ 
雅 リ 

歌ェ 
、 ノ ン 

ュ ト 

ラ ヤこ 

ム お 

め げ 
女る 
の、 治 
素癒 
姓神 
をの 
め糸 
く 。 封丘 ヰ日 

  

て 

  
    

問
題
で
も
あ
る
。
 

 
 

女
 を
み
 
6
 

 
 

い
っ
た
 意
 
Ⅱ
 

 
 

 
 

 
 

せ
 ・
 
p
 ロ
ゴ
 
せ
 

 
 

直
 さ
れ
て
 

し
ま
っ
た
。
 

 
 

女
 。
 こ
 

 
 

い
 。
こ
の
 

 
 

出
し
続
 け
 

 
 

な
お
し
の
 

 
 

）
の
配
偶
 

 
 

は
、
ィ
シ
 

 
 

戦
勝
の
 

 
 

二
も
 シ
ュ
 

 
 

、
一
一
一
一
口
五
 

%
 

 
 

 
 

と
の
 関
 

 
 

モ
ト
に
 戦
 

 
 

、
ア
ナ
ト
 

 
 

 
 

 
 

の
い
 わ
 ゆ
 

 
 

め
志
。
ま
ま
，
 

 
 

戦
勝
の
舞
 



第四部会  
 

神
 、
舞
踏
 

 
 

は
 、
軍
団
の
踊
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

は
、
太
 

 
 

の
 記
憶
を
 、
 

 
 

ぅ
 し
た
 試
 

 
 

勝
の
舞
を
 

舞
 う
 女
神
の
群
像
と
同
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

 
 

の
 治
癒
 

 
 

シ
 ド
ン
の
 

 
 

ク
レ
ピ
オ
 

 
 

と
の
連
関
 

 
 

生
の
神
で
 

 
 

な
か
に
、
 

 
 

る
 。
 

な
お
、
オ
ル
ブ
ラ
イ
ト
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
参
照
。
 

 
 

ト
い
 

れ
Ⅰ
 
も
 
め
・
 

 
 

ヘ
 日
用
心
心
 

a
.
 

 
 

ト
め
 
Ⅰ
 
8
%
 
～
 
"
 

 
 

由
コ
 
甘
キ
・
 

-
"
 

Ⅱ
の
 
ご
 ・
 目
ヨ
 目
早
下
寿
 庁
ワ
 0
 ダ
ト
 0
0
 
の
 

 
 

よ
る
よ
 

 
 

法
を
発
明
 

 
 

新
し
い
 人
 

 
 

一
一
三
）
の
 

 
 

っ
た
 （
「
 
シ
 

 
 

ュ
 ラ
イ
 エ
 

 
 

身
に
応
用
 

 
 

い
 青
年
・
 

 
 

一
九
一
 0
 

 
 

ィ
ル
 の
 牧
 

 
 

（
一
九
二
 

 
 

革
 派
教
義
 

 
 

0
 基
礎
 神
 

 
 

す
る
。
 神
 

 
 

引
き
下
が
 

 
 

一
九
一
一
助
 

 
 
 
 

｜
 一
六
）
を
探
究
す
る
。
 

 
 

 
 

若
い
バ
ル
ト
の
神
学
形
成
 

山
本
 

和
 



 
 

第
一
巻
 

 
 

び
 
「
 説 

 
 

を
も
っ
て
 

 
 

Ⅲ
述
の
方
 

法
を
汚
い
バ
ル
ト
に
適
用
す
る
，
・
 
一
 
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
 

 
 

し
て
 

 
 

一
つ
の
 精
 

 
 

計
卸
箇
 、
 

 
 

ば
 説
教
は
 

 
 

マ
由
 
主
日
一
、
 

 
 

一
山
、
 

Ⅰ
 
ノ
 
、
 @
@
-
 

 
 

ま
だ
自
由
 

 
 

が
 、
し
か
 

 
 

 
 

ブ
 イ
 エ
 ル
 

 
 

ま
で
の
 近
 

 
 

 
 

。
そ
の
 
一
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

、
か
れ
の
 

 
 

界
の
神
と
 

 
 

に
 拡
が
る
。
 

 
 

と
な
く
 

 
 

深
い
洞
察
 

 
 

テ
キ
ス
ト
 

 
 

を
 得
ら
れ
  

 

い
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

で
あ
ら
れ
の
 

 
 

 
 

考
二
世
 え
 

㏄
 

 
 

け
 ん
 、
精
 

 
 

の
 近
代
神
 

 
 

こ
え
、
 
一
 

 
 

日
記
長
に
 

 
 

」
の
か
れ
 

 
 

集
ム
 Ⅰ
Ⅱ
二
円
目
 

川
メ
 

Ⅰ
Ⅰ
 
、
 

 
 

九
一
六
年
 

 
 

的
立
場
が
 

 
 

九
一
九
）
 

 
 

上
っ
て
 い
 

 
 

断
と
実
践
 

 
 

は
後
 ）
 の
 

 
 

れ
に
し
て
 

 
 

ト
 の
神
の
 

 
 

治
的
 闘
争
 

 
 

 
 

へ
の
道
」
 

 
 

「
神
の
国
 

 
 

社
会
主
義
 

 
 

せ
ざ
る
を
 

得
 な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 



 
 

の
で
あ
る
 

 
 

（
ブ
ル
ト
 

 
 

釈
 の
た
め
に
は
黙
想
と
霊
的
指
導
が
必
要
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

正
し
い
 解
 

め
に
は
 坐
 

①
信
仰
 

門
脇
住
吉
 

 
 

し
て
い
 

 
 

 
 

③
キ
リ
ス
ト
教
的
歴
史
性
 

 
 

 
 

五
 類
似
性
は
公
案
の
「
 解
 

 
 

 
 

を
 根
拠
 ず
 げ
る
に
充
分
と
 

 
 

 
 

違
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
 

 
 

」
の
「
 解
冒
 さま
で
も
な
い
。
 

 
 

な
い
。
 括
 

 
 

テ
キ
ス
 

孤
村
に
し
た
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
。
 

 
 

に
な
る
。
 

 
 

所
 
（
公
案
 

二
 、
公
案
と
聖
書
の
構
造
上
の
類
似
性
 

 
 

 
 

え
て
坐
り
つ
づ
 け
、
納
 

 
 

 
 

所
 と
合
否
決
定
。
こ
れ
と
 

 
 

 
 

原
典
研
究
（
最
近
の
釈
義
 

 
 

 
 

（
主
の
公
案
）
の
坐
禅
に
 

 
 

 
 

現
存
の
う
ち
に
、
 
聖
句
を
 

 
 

に
す
え
て
 

 
 

い
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

示
し
、
神
学
に
 賭
 し
て
 伝
 

 
 

量
の
思
量
 底
 」
統
帥
教
義
と
の
ム
ロ
否
決
定
。
 

 
 

 
 

釈
学
 」
を
素
描
し
ょ
う
。
「
霊
的
 

 
 

的
 解
釈
 

公
案
と
聖
書
の
「
解
釈
学
」
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キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
否
定
の
 
一
 性
格
 

小
山
田
丸
 

 
 

否
定
の
 

 
 

問
題
点
を
 

 
 

定
 が
重
要
 

 
 

の
 
）
 
め
 
コ
目
 
日
 ）
 

 
 

が
ま
た
 神
 

 
 

性
を
離
脱
 

 
 

霊
的
意
味
 

 
 

ネ
ミ
 

日
 
）
を
 遠
冊
魍
 

 
 

の
国
」
）
 

 
 

得
 」
す
る
。
 

 
 

Ⅰ
 現
 Ⅰ
 証
 

 
 

え
ば
、
 
未
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

い
る
ヨ
目
 

 
 

 
 

へ
と
沈
潜
 

 
 

家
学
的
 位
 

 
 

な
い
し
 へ
 

 
 

ゆ
ヴ
由
 
Ⅱ
 

言
語
と
事
実
を
と
も
に
表
示
す
る
。
 

 
 

後
世
の
 キ
 

 
 

ゲ
お
 
Ⅰ
て
親
 
巧
 

 
 

 
 

 
 

く
か
ム
げ
 

の
 

 
 

 
 

れ
る
こ
と
㏄
 

 
 

に
お
い
て
 

み
て
み
た
い
。
 

 
 

み
よ
う
。
 

 
 

世
間
の
 

 
 

寧
ろ
大
に
 

 
 

亦
た
 奴
に
 

 
 

た
り
、
 彼
 

 
 

の
を
挙
げ
 

 
 

う
 ち
 、
こ
 

 
 

た
り
」
と
 

い
 う
 言
葉
の
問
題
に
し
ば
り
た
い
。
 

 
 

は
こ
の
 

 
 

た
し
は
す
 

 
 

ネ
お
 臥
拍
拉
や
 

 
 

Ⅱ
の
の
の
 

目
 ㍉
 
笛
目
づ
 

 
 

一
志
郎
）
 

 
 

あ
り
、
 

 
 

態
 が
解
消
 

 
 

そ
れ
を
こ
 

 
 

勝
ち
負
け
 、
 



 
 

ふ
つ
 ぅ
 の
 

 
 

ト
 が
こ
の
 

 
 

盗
 と
並
べ
 

 
 

に
は
こ
の
 

 
 

、
 世
に
勝
 

 
 

強
が
り
 

 
 

転
換
で
あ
 

 
 

あ
る
。
 死
 

 
 

。
し
か
し
 

 
 

か
ら
、
 こ
 

 
 

葉
 と
な
る
。
 

 
 

な
い
。
 た
 

 
 

逆
に
相
手
 

 
 

相
手
が
否
 

 
 

も
の
は
 過
 

 
 

コ
リ
ン
ト
 

 
 

な
い
。
 逃
 

 
 

数
 に
と
っ
 

 
 

 
 

 
 

さ
れ
た
 

 
 

」
の
否
定
 

 
 

、
 悪
 乃
至
サ
タ
 

 
 

に
と
っ
て
そ
 う
 

 
 

も
 重
要
な
問
題
  
 

も
つ
も
の
 

 
 

す
が
、
 あ
 

 
 

こ
と
で
あ
 

 
 

、
 従
っ
て
 

 
 

そ
れ
か
ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

う
 に
思
わ
 

史
の
形
成
 

｜
メ
 0
 者
 

の
間
、
原
 

っ
に
 割
れ
 

っ
て
い
る
。
 

れ
る
。
 

 
 

に
恵
 概
 

 
 

善
 概
念
を
 

 
 

こ
 う
 い
 う
 

 
 

が
 生
れ
る
 

 
 

オ
 で
あ
る
 

 
 

に
 思
わ
れ
 

る
 。
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消経的活 な 題 て時可げ 図そポ 三教 
えたなの ぬ第 と来に死 る 第が し ス態 居、 お 

ずこも 、 のの相でにて。 様事二 しる 必的 然もでので 享一具 て ブ 神で想 のあ に ょ そ 古 
代 

l ギ 
下 り 

死シ 
の ャ 

  様の 
をはに 様 甦彰 々 は 故 （は 討ジ方 的のる 相宗 

に教 
っに 
い関 
てす 
l る 

  

考 
察 

子   
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第四部会 

唯不 のな再き 従 

目 

    

脱 う ないでて も べ よ 車箱 中だ 在 
出 ト め る あ はの き る に（間と り 

  

云 て を相 聞 に 其のろい をも う 構へあ 死、 でるて ダ いも い   
 
 

し
て
 シ
 

 
 

し
ば
見
 ろ
 

 
 

同
郷
原
理
 

 
 

が
 如
何
な
 

 
 

。
 二
 0
 世
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

英
領
と
 

 
 

ね
 め
る
 華
 

 
 

び
そ
の
子
 

孫
を
含
め
た
一
種
の
モ
デ
ル
的
概
念
で
あ
る
。
 

 
 

（
 い
 わ
 

 
 

社
式
 が
秘
 

 
 

な
わ
れ
る
 

 
 

れ
て
い
た
 

 
 

さ
れ
、
 会
 

マ
ラ
ヤ
華
人
社
会
の
宗
教
 

吉
原
和
男
 

 
 

は
 如
何
な
 

 
 

観
相
の
意
 

 
 

も
り
で
あ
 

る
 。
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な
こ
と
は
、
一
九
世
紀
の
移
民
は
農
村
及
び
 
都
 響

 下
で
は
、
そ
の
宗
教
的
 
巧
 

解
す
る
上
で
や
は
り
重
要
 

両
下
層
に
主
要
な
社
会
 

あ
ろ
う
。
宗
教
的
活
動
反
の
 

た
こ
と
。
こ
れ
に
よ
っ
て
 

る
か
に
自
由
で
あ
っ
た
。
㏄
 

 
 

 
 

 
 

 
 

が
 シ
ン
ガ
ボ
ー
ル
に
お
 

 
 

 
 

財
を
成
し
て
後
に
故
郷
に
 

 
 

 
 

ら
 、
広
義
で
の
現
世
利
益
 

 
 

 
 

ざ
コ
 の
言
 う
 ご
と
く
中
国
人
 

 
 

 
 

の
 二
つ
し
か
存
在
し
な
い
 

 
 

 
 

は
 正
し
く
後
者
で
あ
り
、
 

 
 

 
 

統
 に
は
中
国
人
の
民
俗
 宗
 

 
 

 
 

指
摘
さ
れ
 ぅ
る
 。
 

 
 

具
合
に
様
 

 
 

と
 呼
ば
 

 
 

に
 伴
い
、
  

 

者
を
斎
堂
 

 
 

が
 多
い
。
 

 
 

年
代
ま
 

 
 

 
 

面
を
成
し
て
い
た
こ
と
 

 
 

 
 

考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
 

 
 

以
上
、
一
な
い
。
 

 
 

っ
て
お
り
、
 

 
 

Ⅰ
 
し
 十
八
 

@
 
Ⅰ
。
 

 
 

の
事
が
 

 
 

に
 対
し
て
 



 
 

つ
で
あ
る
。
 

 
 

を
 位
置
 

ヒ
ソ
ド
ゥ
 の
宗
教
的
伝
統
と
近
代
化
 

 
 

 
 

、
出
発
点
 

っ
て
い
る
 

。
 ラ
ク
ノ
ー
・
グ
ル
ー
プ
の
代
表
者
と
し
て
の
 

A
.
K
.
 

サ
ラ
ン
の
立
場
 ｜
 

 
 

る
 。
こ
の
 

 
 

め
げ
る
 理
 

葛
西
 

実
 

 
 

と
し
て
の
 

 
 

 
 

く
 自
由
、
な
す
べ
 き
葬
 

 
 

 
 

で
は
な
い
サ
ン
 ニ
 ヤ
シ
イ
 

 
 

0
 対
象
 

 
 

フ
 が
あ
り
、
 

 
 

 
 

い
 真
に
貧
し
き
サ
ン
ニ
 ャ
 

 
 

 
 

ム
を
 支
え
て
い
る
の
で
あ
 
 
 

 
 

原
始
仏
教
は
社
会
が
終
わ
 

 
 

 
 

ゥ
 教
は
社
会
と
共
に
始
ま
 

 
 

み
て
い
る
。
 
り
 、
社
会
と
共
に
終
わ
る
。
 

 
 

ン
ド
ウ
 

 
 

超
在
 

 
 

 
 

教
 的
伝
統
の
二
 つ
 が
あ
る
 

 
 

 
 

ク
リ
シ
ナ
 ・
パ
ラ
ム
ハ
ン
 

 
 

 
 

。
ヒ
ン
ド
・
コ
オ
 
シ
 0
 
才
岸
 

 
 

 
 

ト
が
 

片
目
 

（
）
が
 

ヲ
 自
が
～
）
 

リ
ユ
 
の
 
イ
ツ
 

Ⅰ
）
に
 
よ
 

 
 

 
 

か
か
わ
ら
ず
今
日
も
依
然
 

 
 

 
 

る
と
い
う
信
仰
が
あ
る
。
歴
史
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る
 。
ヒ
ン
 ド
 

で
あ
る
が
、
 

時
に
宗
教
と
 

自
立
的
文
化
 

社
会
的
宗
教
 

に
い
た
っ
て
 

論
理
に
よ
っ
 

根
無
し
草
の
 

ン
ド
ウ
の
歴
 

で
あ
る
。
 

オ
ー
ト
ロ
 

社
 ム
 
%
 は
近
代
 

か
ら
近
代
化
 

K
.
 サ
ラ
ン
 

多
く
の
イ
ン
 

の
 近
代
化
は
 

程
か
ら
生
れ
 

  

つ 、 ド は と 化ジ 史 よ ては伝の し ヒ ウ 

つイ あ ン 大損村と力 は 摘決は ル 的 ぅ な近 " 英の能の " 統可てン ド政 の 

  

で 歴ないの しを 的味官 配 を認 ぅ 政敵 

  

  

的道イ ・ を た 統ン 白化 定 な 、 し余 

な 宗夫ドン なンガしヒ っン の 崩ウ化 ド的 しすり完て たる、 教の無 儀 

教 拘 なは っ ガ ジかド l りウ                                                                   
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第五部会 

が 三伝 わる お 岐 北爪 て 『 と でえ黄 

石
井
修
道
 

 
 

弟
子
の
 

 
 

つ
に
数
 

 
 

で
 有
名
 

 
 

毒
智
策
 

 
 

偏
 し
た
 

 
 

く
 伝
え
 

 
 

と
 二
十
 

 
 

勢
力
に
 

 
 

不
参
 楊
 

 
 

中
国
に
 

 
 

の
で
あ
 

 
 

も
か
か
 

ら
ず
、
現
在
み
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
 
少
ぃ
 。
 

 
 

九
 ・
 続
 

 
 

五
人
、
 

 
 

、
一
八
世
 

 
 

O
 特
に
 

第
五
部
会
 

黄
龍
 派
の
盛
衰
 

 
 

克
 丈
了
 の
 

 
 

て
い
た
こ
 

 
 

照
覧
常
総
 

 
 

準
 ，
花
菜
 

 
 

林
 偕
老
 

 
 

よ
 う
 に
 沢
 

 
 

い
て
細
か
 

い
 検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

て
 考
察
 

 
 

朋
に
真
浄
 

 
 

て
も
多
く
 

 
 

一
）
 
と
い
 

 
 

民
話
、
便
 

 
 

」
（
音
読
 

 
 

し
て
大
意
 

 
 

大
き
な
 影
 

 
 

し
て
も
 賞
 

 
 

派
の
盛
の
 

面
 を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

的
な
人
 

 
 

は
 、
大
憲
 

 
 

、
そ
の
晩
 

 
 

茂
に
住
持
 

 
 

諒
 し
て
、
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僧
 
㌧
り
目
 

 
 

ロ
 ・
コ
レ
）
 

臣
 

め 
Ⅰ l   

  
  
  
  
  
  

さめ 膝 
  

の 

ア 
キ 
ス 

@ 

v プ し 

生 っ 
い 

野 て 

幸圭目 

底 
  

  
 
 

著
 わ
し
た
 

 
 

 
 

ァ
 諸
地
域
 

巧
 

 
 

部
の
歴
史
の
 

 
 
 
 
 
 

を
 、
長
老
の
系
譜
を
辿
り
つ
つ
概
説
し
た
内
容
で
あ
る
。
 

 
 

八
九
 セ
 

 
 

ば
 、
こ
れ
 

 
 

基
礎
に
 校
 

 
 

と
い
う
。
 

 
 

ル
マ
、
 著
 

 
 

%
 強
を
占
 

 
 

討
 が
不
可
 

欠
 で
あ
る
と
考
え
る
。
 

 
 

で
 出
版
 

 
 

取
上
げ
、
 

研
究
に
役
立
て
た
い
と
思
 
う
 。
 

 
 

序
 ・
 目
 

 
 

版
洋
 と
じ
。
 

 
 

を
著
わ
 

 
 

ヨ
ひ
 Ⅱ
理
由
口
目
・
 

 
 

一
切
処
に
 

 
 

た
肋
 Ⅰ
 め
 a
n
 

 
 

の
 ビ
ル
マ
 

 
 

田
 コ
ヨ
 リ
れ
酋
仁
 

僧
院
の
臼
Ⅰ
 ぃ
 
m
H
 
宙
 n
W
h
u
 
長
老
が
校
訂
 す
 」
と
い
う
。
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に
 関
し
 

 
 

版
 に
は
そ
 

 
 

の
 ビ
ル
マ
 

 
 

化
を
狙
っ
 

 
 

0
 表
記
を
 

る
 。
 

 
 

紘
史
、
 

 
 

ド
 
Ⅰ
ま
ま
や
Ⅰ
 

 
 

ア
 キ
ス
ト
 

を
 作
っ
た
。
 

 
 

Ⅰ
幸
水
 

@
U
 叩
 
ト
ロ
 

ハ
 

が
あ
る
。
 

 
 

v
@
R
 

ド
き
 

き
め
・
 

 
 

を
 要
約
す
 

れ
ば
、
次
の
四
点
で
あ
る
。
 

 
 

を
 梗
概
 

 
 

ハ
 l
 り
 ，
五
拍
 

史
書
で
あ
る
。
 

 
 

と
の
 由
 ・
 

 
 

指
導
に
役
 

 
 

が
 、
こ
の
 

著
作
執
筆
の
動
機
で
あ
る
。
 

 
 

系
譜
、
 

 
 

も
の
で
あ
 

し
た
語
が
あ
り
、
統
一
性
が
な
い
。
 

 
 

さ
Ⅰ
 
l
 
卜
 
ぬ
 さ
 ，
 

 
 

 
 

分
一
致
す
る
が
、
Ⅱ
弓
の
版
に
は
誤
り
が
少
な
く
な
い
。
 

 
 

な
ど
を
 

 
 

の
 ビ
ル
マ
 

語
 呼
称
が
記
載
し
て
あ
る
。
 

 
 

大
の
欠
 

 
 

ス
 」
で
あ
 

 
 

、
 ㌧
円
の
版
 

 
 

葵
 金
見
表
記
 

に
配
 虜
を
欠
い
た
ま
二
校
訂
さ
れ
た
よ
 
う
 で
あ
る
。
 

 
 

特
長
が
 

 
 

負
数
を
付
 

 
 

上
 
八
一
株
 

即
 ）
。
 

 
 

成
 を
調
 

 
 

成
果
の
 テ
 

 
 

有
名
詞
の
 

 
 

曲
目
 
な
革
討
 
Ⅰ
Ⅰ
 
播
 

 
 

ス
ト
の
 整
 

備
 が
の
研
究
に
関
し
て
は
急
務
で
あ
る
 
よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
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状
態
に
 

 
 

の
 命
数
を
 

 
 

ど
と
は
 誰
 

し
も
思
 う
ま
 

 
 

を
 走
り
 

続
け
て
い
る
の
が
、
斯
界
の
嘆
か
わ
し
い
実
情
で
あ
る
。
 

 
 

着
手
し
 

 
 

体
 の
単
刀
 

至
 実
学
を
打
立
て
る
に
あ
っ
た
こ
と
は
云
 
う
 迄
も
な
い
。
 

 
 

主
客
を
 

 
 

の
に
逢
着
 

 
 

構
成
に
成
 

 
 

改
め
て
 本
 

質
論
的
 科
学
の
成
立
に
該
当
す
る
こ
と
を
も
確
認
し
た
。
 

 
 

消
し
、
 

 
 

0
 科
学
の
 

 
 

持
た
ず
、
 

 
 

。
即
ち
 伝
 

締
約
科
学
の
根
木
が
一
応
御
破
算
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 

小
田
切
瑞
穂
 

科
学
と
仏
教
の
原
理
的
合
一
 

 
 

る
 各
種
 

0
 

 
 

ら
 。
 
ほ
 、
入
仏
  

 

生
を
却
っ
て
迷
妄
昏
乱
に
導
く
で
あ
ろ
う
。
 

 
 
 
 

 
 

法
の
中
㏄
 

に
 納
め
て
、
包
括
的
に
解
明
す
る
学
的
体
系
で
あ
る
。
 

 
 

教
 の
 哲
 

 
 

原
始
的
合
 

致
を
見
出
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
 

 
 

る
 諸
行
 

 
 

我
 観
に
 繋
 

 
 

ば
浬
磐
寂
 

 
 

煩
悩
の
火
 

 
 

の
 消
滅
を
 

 
 

じ
て
万
事
 

 
 

も
、
 実
は
 

 
 

同
一
と
看
 

枚
し
 得
よ
う
。
 

 
 

げ
 入
れ
 

 
 

現
象
 即
潜
 

 
 

色
 "
 に
該
 

 
 

に
 於
け
る
 

"
 円
融
 "
 に
匹
敵
す
る
と
云
え
る
。
 

 
 

"
 柚
 
W
 
心
 

 
 

化
 を
も
、
 



目
ト
 日
下
口
小
考
 

宮
坂
君
 勝
 

 
 

一
般
 

 
 

い
る
。
 
叙
 

 
 

て
し
ば
し
ば
 
登
 

 
 

。
 目
樫
 
曲
目
の
 

 
 

の
ま
 ム
な
 

 
 

英
知
見
 "
 

に
 相
当
す
る
こ
と
言
を
侯
た
な
い
。
 

 
 

発
散
 "
 

 
 

る
が
、
 

 
 

び
 
"
 苦
 

 
 

見
 経
路
の
 

如
き
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
 

 
 

滞
 "
 に
 

 
 

、
中
性
微
 

 
 

仏
教
に
 於
 

 
 

に
 至
っ
た
。
 

 
 

導
き
出
し
 

得
た
こ
と
を
附
言
し
て
お
こ
う
。
 

 
 

力
 で
も
 

 
 

み
え
る
。
 

か
れ
を
千
頭
の
駿
馬
を
つ
け
た
車
で
ロ
ロ
 
q
p
 

を
運
ぶ
。
 

 
 

て
イ
 の
 

 
 

に
ゃ
く
。
 

 
 

。
 類
 五
 %
 は
 

 
 

目
釘
 
車
 

で
帝
千
三
の
の
曲
目
 ぎ
曲
 王
を
迎
え
る
た
め
に
出
掛
け
る
。
 

 
 

の
 恋
人
 

は
い
 ヰ
 い
曲
 
曲
り
 で
あ
る
。
 

 
 

と
い
 

 
 

が
あ
る
こ
 

 
 

る
 供
養
を
 

 
 

話
は
ジ
ャ
 

 
 

の
 ㏄
の
ト
片
）
。
 

 
 

な
っ
 

 
 

ン
チ
ャ
シ
 

 
 

大
食
ジ
ャ
 

 
 

リ
ヤ
山
チ
 

サ
 ン
ダ
 丁
 マ
ー
タ
リ
と
な
っ
て
転
生
し
て
ゆ
く
。
 

 
 

は
 宮
殿
 

め
 

 
 

 
 

ね
る
と
、
㏄
 

 
 

 
 

そ
の
教
え
に
し
た
が
 
ぅ
 
（
の
 
z
 、
 
Ⅱ
・
 
笘
・
 Ⅰ
 0
 ）
。
 



 
 

法
殿
に
 

 
 

れ
を
耐
え
 

 
 

ゲ
か
 ）
。
 ま
 

 
 

と
き
、
 
途
 

 
 

で
 巣
を
さ
 

 
 

い
し
て
 逃
 

げ
 去
る
（
の
 

z
.
 

ニ
 ・
 
H
.
n
 
）
。
 

 
 

あ
り
 

 
 

夜
叉
た
ち
 

 
 

く
る
。
。
 ハ
 

 
 

を
 見
出
さ
 

 
 

え
る
孔
雀
 

 
 

な
っ
て
 い
 

 
 

は
呪
的
能
 

 
 

囲
巨
の
 

Ⅱ
曲
の
 

春
属
 と
な
り
、
八
面
友
人
で
あ
る
。
 

 
 

Ⅰ
二
年
 
バ
ツ
，
 

H
 

 
 

級
の
闘
争
、
 

 
 

典
 に
お
け
 

 
 

｜
 タ
カ
 
物
 

 
 

ぶ
 黒
色
の
 

犬
 に
化
作
せ
し
め
た
と
い
う
説
話
が
注
目
さ
れ
る
。
 

目
 樫
田
 ぃ
 

い
 ～
 
a
c
 
ガ
 

 
 

称
す
る
の
 

 
 

概
念
で
は
 

 
 

9
 勝
ち
 

 
 

わ
 げ
で
は
 

 
 

ら
、
 そ
 う
 

 
 

教
 と
い
え
 

 
 

一
致
 が
 

 
 

な
っ
て
 そ
 

 
 

ぎ
た
の
で
 

 
 

な
 事
態
と
 

 
 

対
置
以
前
 

 
 

に
わ
た
 

 
 

 
 

 
 

て
く
る
 

玉
城
 康
 四
郎
 

念
仏
の
意
味
 

 
 

り
グ
 
・
 ヴ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
 対
し
て
の
 

 
 
 
 
 
 

 
 

る
 。
 

 
 

は
づ
 「
 の
 

 
 

察
さ
れ
る
。
 

 
 

で
あ
る
。
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。
こ
ち
し
て
み
る
と
、
 
念
 

 
 

 
 

な
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
 

 
 

 
 

い
る
 ヴ
ア
 
ッ
 カ
 り
に
い
わ
 

 
 

 
 

ね
 ち
、
ヴ
ァ
 ッ
 カ
リ
 よ
、
 

 
 

 
 

"
 カ
 リ
よ
 ・
実
に
法
を
見
 

 
 

 
 

し
を
見
る
も
の
は
法
を
見
 

 
 

に
 説
か
れ
 

 
 

 
 

 
 

時
に
あ
ら
 

 
 

ば
と
し
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
知
ら
る
べ
 き
 も
 

 
 

に
と
ま
っ
 

 
 

金
成
 

 
 

 
 

ら
見
て
も
、
念
法
は
そ
の
 

 
 

汝
は
如
来
ま
ま
念
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

は
貧
欲
 

 
 

と
い
う
 

 
 

 
 

ぇ
ば
婆
沙
 論
の
開
巻
第
一
 

 
 

 
 

初
め
て
法
の
声
が
聞
 ，
ぇ
 

 
 

 
 

い
た
聖
道
の
門
が
 ム
 「
は
じ
 

 
 

。
こ
れ
が
  

 

性
 離
生
に
 

 
 

 
 

位
 に
相
当
す
る
と
考
え
 ろ
 

 
 

仏
の
意
味
 

 
 

が
 述
べ
 ろ
 

 
 

し
て
心
が
を
考
え
て
み
た
い
。
 

 
  
 

 
 

で
あ
る
と
 

 
 
 
 
 
 

 
 

で
き
る
。
 

 
 

 
 

軽
安
 と
な
 

 
 

 
 

 
 

が
 法
の
流
 



 
 

げ
る
 宗
 

 
 

生
活
規
範
 

 
 

本
来
仏
教
 

 
 

す
る
と
こ
 

 
 

覚
 さ
れ
る
 

 
 

教
理
史
的
 

 
 

中
国
仏
教
 

 
 

ぅ
 問
題
を
 

 
 

た
め
の
 作
 

業
 の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

、
口
四
 

 
 

べ
 き
 も
の
 

 
 

受
戒
緑
葉
 

 
 

ぎ
る
が
、
 

 
 

な
ら
ば
、
 

 
 

ら
れ
て
 

 
 

ら
で
あ
る
。
 

 
 

剃
髪
と
 

 
 

解
脱
 因
 」
 

大
澤
 
伸
雄
 

「
四
分
律
行
事
 紗
ヒ
 に
お
け
る
受
戒
思
想
の
一
考
 察
  

 

セ
っ
 の
点
 
4
 

 
 

家
法
 -
 楽
二
仏
 

 
 

す
る
こ
と
の
 

 
 

べ
る
。
㏄
 

 
 

几
 非
行
 と
 

 
 

。
⑤
出
家
 

 
 

な
い
と
す
 

 
 

八
行
 観
二
 

 
 

/
 虹
竺
 我
人
 

 
 

る
 。
の
 大
 

 
 

比
較
し
て
、
 

 
 

/
 学
 、
多
 

 
 

丑
禾
一
 

」
 シ
し
 

 
 

い
と
し
て
 

 
 

於
他
二
 

 
 

兼
掌
同
、
 

 
 

さ
れ
る
。
 

 
 

、
 ①
 出
 

 
 

で
あ
る
こ
 

 
 

。
父
母
や
 

 
 

生
活
（
 
一
 

 
 

、
沙
弥
を
 

 
 

ら
か
に
す
 

 
 

剃
髪
儀
式
 



笛 有部 谷 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

西
大
寺
 蔵
 

に
 重
層
の
宝
 

こ
れ
ら
三
点
 

庫
 保
管
 本
 

安
 後
期
 

り
 ㈹
 東
 

真
鍋
 
俊
照
 

摩
尼
宝
珠
鼻
薬
羅
の
成
立
 

 
 

、
 阿
闇
 

 
 

髪
 時
節
 

 
 

ポ
 ，
受
法
 

 
 

十
戒
 

 
 

明
確
に
 

 
 

た
も
の
で
 

 
 

て
簡
便
で
 

 
 

「
仏
説
」
 

 
 

の
 戒
律
」
 

 
 

え
る
。
 

 
 

つ
い
て
 

 
 

検
討
す
べ
 

き
で
あ
る
が
、
多
く
は
後
の
課
題
と
し
た
 

 
 

中
の
礼
拝
 

 
 

如
意
宝
珠
 

 
 

正
中
に
は
 

 
 

が
 お
だ
や
 

 
 

出
す
べ
 き
 

 
 

あ
る
。
 ま
 

 
 

王
が
 乗
じ
 

 
 

に
 竜
は
お
 

 
 

珠
の
周
縁
 

 
 

座
に
 「
 赤
 

 
 

「
由
里
ハ
 

%
 杏
 
」
、
 

 
 

ん
八
拍
 

竹
 」
と
 

 
 

面
は
上
下
 

 
 

穎
 と
左
右
 

 
 

に
 大
き
く
 

 
 

竜
王
と
描
 

 
 

の
 三
鈷
に
 

 
 

洪
大
師
 像
 

 
 

に
は
、
 菩
 

薩
形
 の
 四
 竜
王
を
描
く
。
 

 
 

金
輪
呪
 

り
 

 
 

て
い
る
。
㏄
 

 
 

賀
祥
隆
氏
 

㏄
 

 
 

 
 

ま
た
は
 



経
軌
に
も
と
づ
く
も
の
と
解
釈
し
た
。
 

 
 

さ
れ
よ
 

 
 

 
 

 
 

は
い
い
が
 

 
 

ぼ
木
」
 
を
 

 
 

（
 一
 
0
 九
 

 
 

い
る
状
況
 

 
 

び
つ
け
る
 

 
 

「
如
意
 
宝
 

 
 

り
 最
後
に
 

 
 

は
 品
川
 

相
 
土
日
 

ゅ
 

 
 

れ
ば
な
ら
 

 
 

%
 法
 大
師
 

 
 

上
の
生
き
 

 
 

三
蔵
 丼
肝
 

 
 

尼
 宝
珠
 曇
 

茶
 羅
を
勧
請
し
ょ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
 

 
 

ヰ
 @
 
ヰ
 

 
 

、
宝
剣
の
 

 
 

か
れ
各
々
 

 
 

る
 。
こ
の
 

 
 

み
れ
ば
、
 

 
 

空
 ）
と
仙
  

 

寿
 
（
 九
 

 
 

覚
 禅
師
 自
 

 
 

と
に
よ
り
 

 
 

年
 ・
仙
一
 

 
 

寂
後
 百
二
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

立
場
か
ら
、
 

 
 

隆
二
・
一
 

 
 

し
か
し
、
 

 
 

そ
の
全
容
 

 
 

ま
た
王
統
 

森
 

江
陵
 
孝
 

 
 

考
え
る
こ
 

 
 

」
（
金
沢
 

 
 

和
 ふ
苔
釈
 
」
 

 
 

が
ら
ん
 

 
 

こ
が
 原
 

 
 

星
茶
羅
 」
 

 
 

宝
珠
 と
仏
 

 
 

 
 

「
観
心
友
 枢
 し
ほ
つ
い
て
 

(378)  166 
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れ
ス
 り
司
観
 

 
 

@
 
と
を
 知
 

 
 

年
正
月
 

 
 

日
を
伝
え
 

 
 

が
 伝
承
さ
 

 
 

木
 な
の
か
 

一
巻
本
な
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
 

 
 

間
野
山
 

 
 

た
下
刺
撃
 

 
 

に
て
送
り
 

 
 

第
一
紙
 右
 

 
 

小
銃
 録
 」
 

 
 

解
さ
れ
 

 
 

の
 記
載
と
 

 
 

論
証
を
行
 

な
っ
て
い
る
よ
 う
 で
あ
る
。
 ま
づ
 得
道
の
役
に
は
、
 

 
 

心
外
竹
 

在
 ニ
所
。
即
心
為
道
者
可
読
 
尋
流
得
源
夷
 。
 

 
 

 
 

密
の
 
「
 禅
源
集
 」
の
文
を
そ
っ
く
り
引
用
し
最
後
に
・
 

 
 

析
 異
同
。
 

 
 

為
 亀
鏡
。
 

 
 

は
 澄
観
の
 

 
 

M
 、
日
誌
 

をに し 立 忠心 ち延 よ 心心『 度 報時 と 一十一心 

更 
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チ 
へ 
  

@ 

仏 
教 
ケ Ⅰ し 

伝 ム 
承 
さ 
れ 
ナ， Ⅰ 

中 

管 
見 

  
  

 
 

 
 

 
 

」
 こ
に
ヨ
不
 

 
 

細
 に
な
さ
 

 
 

 
 

の
中
で
㎎
 

 
 

 
 

 
 

が
 、
と
も
 

 
 

英
世
俗
 

 
 

も
を
 認
 

 
 

中
論
第
六
 

 
 

八
｜
 一
一
 

 
 

る
 。
 宗
喀
 

 
 

を
 正
し
く
 

 
 

喀
巴
は
、
 

 
 

ヴ
 オ
レ
与
田
 

づ
 0
 ㏄
㏄
 

 
 

る
 。
 す
 

 
 

る
 勝
義
の
 

 
 

の
に
対
し
 

 
 

な
し
、
 そ
 

 
 

特
に
注
目
 

し
 、
人
中
論
の
註
釈
に
お
い
て
も
数
 章
 な
さ
い
て
い
る
。
 

 
 

乗
、
い
 

 
 

一
乗
思
想
 

 
 

が
 、
大
乗
 

 
 

こ
と
へ
の
 

 
 

よ
っ
て
 そ
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一
部
の
中
 

 
 

さ
れ
て
 ぃ
 

 
 

て
 

 
 

顛
倒
し
て
 

 
 

我
 を
仮
 

河
村
孝
 照
 

 
 

あ
る
」
と
 

 
 

い
て
は
、
 

 
 

え
な
い
と
 

 
 

 
 

さ
め
ら
れ
、
下
巻
に
っ
 
ぃ
 

 
 

 
 

こ
と
は
円
教
 捜
 遺
書
総
目
 

 
 

が
究
克
 
（
 
乗
 へ
と
帰
一
し
て
い
く
仏
道
を
強
調
し
て
い
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
訳
で
、
こ
の
場
合
、
 

参
照
し
え
な
い
と
い
う
 
困
 

た
 。
と
く
に
わ
が
国
に
あ
 

四
十
四
年
三
月
）
に
お
い
 

て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

0
 円
 
勝
鷺
 叢
記
口
巻
不
に
 

に
 関
し
て
か
な
り
詳
細
に
 

の
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
 
、
 

題
さ
れ
た
論
文
の
中
に
 
、
 

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
 今
 

 
 

 
 

は
な
 い
 。
 

 
 

釈
 慧
遠
 

 
 

一
年
」
（
 
皿
 

 
 

下
は
、
巻
 

 
 

一
一
一
京
キ
ー
）
 

 
 

に
お
い
て
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い
て
、
 下
 

 
 

写
本
で
あ
 

 
 

と
を
疑
が
 

 
 

は
と
も
に
 

 
 

釈
 経
に
あ
 

 
 

よ
っ
て
 著
 

 
 

ぇ
ば
、
慧
 

 
 

L
 
、
拙
論
 

 
 

宝
筒
 口
 に
 

 
 

大
品
目
、
 

 
 

し
て
お
 

 
 

輪
目
「
 摂
 

 
 

が
ご
と
 ぎ
 

 
 

と
 、
上
巻
 

 
 

（
第
一
紙
 

 
 

じ
な
げ
 

 
 

極
 的
で
は
 

 
 

て
よ
い
 

 
 

ほ
 つ
い
て
 

 
 

以
下
の
本
 

 
 

ご
と
く
で
 

 
 

刊
 五
章
は
 

 
 

ま
で
は
 

 
 

、
 衆
一
八
 

枯
 

(382)  170 

しの数馬 楡 
た 仏の政仰文 
こ 教会者諭美   
と 界盛の等が 
を の時 外 の 印 
聞 事代講 唯度 

万暁 

の 

き 、   清を等 を迎のに 調 め 留 教 
学 
と 

佳   識 
説     

そ教 l 所の顕     

  

    
  

え章 た 三で 両 説 て 豊 - 



 
 

で
あ
る
 

 
 

響
を
与
え
 

 
 

 
 

執
 、
小
破
船
 破
 、
両
下
 還
 

 
 

 
 

論
 摂
大
乗
論
等
、
通
 
立
深
 

 
 

 
 

取
木
肇
論
 也
 」
と
述
べ
、
 

 
 

 
 

先
の
教
判
の
立
場
と
も
 
一
 

 
 

 
 

る
 態
度
が
理
解
で
き
る
。
 

 
 

を
も
っ
て
 

 
 

@
/
 

十
分
に
研
究
し
た
よ
さ
で
あ
る
。
 

 
 

の
二
 擬
は
 

 
 

 
 

と
を
説
く
が
、
唯
識
の
 

 
 

ぅ
 。
 智
嚴
 

 
 

み
た
い
。
 

 
 

 
 

仏
教
の
本
意
か
ら
す
れ
ば
 

 
 

と
現
理
 

 
 

様
で
あ
る
。
 

 
 

縁
起
経
の
修
道
と
の
相
互
関
係
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
 

彼
の
広
い
領
域
に
わ
た
る
 

 
 

そ
の
起
債
 

 
 

縮
縫
 等
 。
  

 

滅
の
側
面
 

 
 

い
 る
が
、
 

 
 

 
 

と
っ
て
は
重
要
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

く
 起
信
論
の
立
場
こ
そ
が
、
 

 
 

 
 

ば
 法
華
宗
 要
に
 
「
衆
生
界
 

 
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

即
し
て
 

 
 

立
つ
」
と
 

 
 

 
 

批
判
は
単
な
る
宗
派
的
 批
 

 
 

 
 

相
決
判
 で
あ
り
、
彼
の
場
合
は
 

 
 

 
 

を
 如
何
に
融
合
調
和
し
，
会
通
 

 
 

そ
こ
で
 元
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保
障
と
し
て
の
現
代
社
会
 

 
 

 
 

こ
と
で
あ
る
。
以
下
こ
の
 

 
 

 
 

親
鸞
の
「
浄
土
の
慈
悲
」
 

の
 思
想
に
探
っ
て
み
た
 

 
 

分
か
ち
、
 

社
会
事
業
に
お
け
る
「
浄
土
の
慈
悲
」
 

 
 

定
し
、
 

 
 

た
こ
と
 

西
光
 
義
敵
 

 
 

涯
 、
 自
 

 
 

 
 

手
を
そ
め
な
か
っ
た
 
事
 

 
 

 
 

多
彩
な
慈
善
救
済
事
業
に
 

 
 

 
 

と
 批
判
さ
れ
る
根
拠
と
も
 

 
 

れ
が
社
会
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

系
 自
律
 

 
 

利
 意
識
の
 

 
 

 
 

金
事
業
的
観
点
か
ら
も
 
問
 

 
 

た
に
継
承
 

 
 

余
事
業
、
 

 
 

 
 

に
て
、
有
情
利
益
は
お
も
 

 
 

 
 

思
想
に
よ
り
学
ぶ
べ
き
も
 

 
 

金
事
業
の
の
が
多
い
。
 

 
 

純
孝
、
 

人
間
化
」
が
強
調
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 

忍
性
ら
の
慈
善
救
済
事
 

 
 

 
 

珠
 信
仰
の
功
利
性
に
わ
ざ
 

 
 

 
 

っ
た
 。
ま
た
実
践
主
体
の
 

 
 

 
 

民
衆
の
生
活
を
か
え
っ
て
 

 
 

 
 

徹
底
を
欠
い
て
い
た
 
0
 し
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会
 

部
 

五
 

第
 

 
 

善
 」
と
い
 

5
 名
の
民
衆
抑
圧
に
終
っ
た
面
が
少
な
く
な
い
。
 

 
 

救
済
に
 

 
 

定
は
、
か
 

 
 

を
 
「
お
も
 

 
 

に
 由
来
す
 

 
 

経
 読
話
の
 

 
 

0
 無
 威
に
 

 
 

准
后
 妙
 文
 

 
 

う
か
が
う
 

 
 

一
道
の
人
 

 
 

の
 解
放
」
 

と
 見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

的
な
人
 

 
 

直
接
の
関
 

 
 

生
存
の
危
 

 
 

セ
存
 権
を
 

 
 

人
間
ら
し
 

 
 

か
ら
と
ら
 

え
な
お
す
意
義
は
小
さ
く
な
い
。
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芳   

大 
乗 
仏 
教 
ヰブ し 

お 
げ 
る 

宴 
坐 
の 

様 
相 



 
 

）
の
 
コ
リ
 で
 

 
 

、
菩
薩
は
 

 
 

覚
知
人
 職
 

 
 

お
い
て
 身
 

 
 

経
ヒ
の
説
 

 
 

う
 な
 、
そ
 

 
 

て
い
る
の
 

 
 

ヨ
ぃ
侍
曲
に
 

 
 

く
 
一
切
の
 

 
 

円
楡
伽
師
 

 
 

目
釘
 が
 

 
 

に
 用
い
ら
 

 
 

も
と
よ
り
 

 
 

 
 

 
 

 
 

察
 を
行
な
 

す
の
を
、
 

 
 

て
 、
出
離
 

 
 

そ
う
い
う
 

 
 

下
臣
が
 
ぺ
 曲
目
が
 

 
 

智
度
 論
白
 

 
 

て
は
、
 各
 

 
 

口
目
 
曲
セ
の
コ
 

が
 

ハ
ン
 
ヰ
ハ
 

-
 
Ⅰ
。
 

 
 

つ
の
 例
 

 
 

相
 を
み
 

る
 。
 

口
調
十
六
行
相
の
 

南
北
 ア
ビ
 ダ
ル
マ
に
お
け
る
ち
が
い
 

田
中
 
教
照
 

 
 

来
る
。
 玄
 
4
 

 
 

の
せ
 
当
り
を
 

W
 

 
 

コ
ロ
の
 

曲
㌔
 セ
 u
 
-
 
の
 

 
 

修
す
る
時
③
 

 
 

、
そ
の
 宴
 

 
 

も
あ
り
、
 

 
 

し
て
 経
 

 
 

は
 身
的
な
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

そ
の
一
例
 

 
 

に
も
と
づ
 

 
 

し
て
い
る
 

 
 

扇
ョ
 ～
 
宙
と
 

 
 

あ
る
と
 ぃ
 

 
 

示
す
も
の
 

と
し
て
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 



き
 １
１
Ⅲ
 逼
悩
 、
㈲
有
為
、
㈹
愁
苦
、
㈲
変
易
 

集
 １
１
㈲
増
益
、
㈲
因
縁
、
㈹
 結
繋
 、
㈲
障
碍
 

滅
 １
１
㈲
出
離
、
㈹
遠
離
、
㈹
無
為
、
㈹
甘
露
 

道
 １
 
l
 ㈹
 出
 ・
㈹
 因
、
 
㏄
見
、
㈹
 場
 上
 

 
 

あ
る
。
 そ
 

 
 

ぅ
 。
一
時
 

 
 

作
用
を
な
 

 
 

時
に
洞
察
 

 
 

と
す
る
。
 

 
 

清
涼
）
 

 
 

な
る
。
 

 
 

対
し
て
 

結
紮
、
 道
 （
 
出
 ）
に
対
し
障
碍
。
 

 
 

有
為
）
 

に
 対
し
無
為
、
苦
に
対
し
甘
露
。
 

 
 

極
細
）
 

 
 

は
そ
の
 真
 

 
 

四
 作
用
を
 

 
 

観
 す
る
。
」
 

 
 

が
 一
管
 を
 

 
 

は
 智
を
中
 

 
 

ヒ
大
蒜
第
一
昔
 

 
 

 
 

セ
づ
 
㌃
 H
.
 
 

づ
 Ⅰ
・
 
ロ
ト
 
㏄
 
1
,
 
ト
ト
 
の
）
 

 
 

の
滅
 ・
 

 
 

滅
 は
湿
 

 
 

 
 

 
 

 
 

く
て
も
 成
 

ら
れ
る
。
 

わ
れ
て
い
 

 
 

細
 で
あ
 

 
 

聖
眼
に
ょ
 

 
 

て
得
ら
れ
 

 
 

る
も
の
で
 

 
 

れ
た
 智
と
 

に
よ
っ
て
 得
 達
さ
れ
る
。
（
 イ
ぢ
由
 ・
 
0
.
 

の
・
 

ヨ
 か
組
１
 %
 お
 ）
 

 
 

う
 に
道
 

と
こ
れ
に
も
と
づ
く
智
が
中
心
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
 

次
に
有
部
は
 

 
 

時
に
 

起
さ
れ
る
無
漏
智
で
あ
る
。
 

 
 

起
さ
れ
 

る
虹
漏
智
 で
あ
る
。
 

 
 

起
さ
れ
 

 
 

る
 無
漏
智
で
あ
る
。
 

 
 

起
さ
れ
③
 

 
 

三
九
三
）
 
乃
 

 
 

収
繭
、
 有
 

1
 



  でと る 惑四セ 開を諦 漏 
あ に」を諸人 示 もが 因 

成合て の 提禅 五大 謂 
し智 いみ諦観行末 経 提 
た 頻る 作経 恩恵化は 謂 
のは も成が 想想す中 
で 「の さ単のの る 国 

経 

あ 摩でれに 関配た北 と 
る詞 あ た王孫 含 め 地 禅     

は おてっ、 っ 語く客 数がとよた 料 こほ く 

げ禅て る 観い 当上天を 時の台 主て、 つ め   

のを 観 一の しさ 在   
  

  

。 論 らあ を 済識 れ通   

研一行もし 断煩 がいてを。 死る渋 でに 々   
    

 
 

出
来
ず
 、
 

 
 

 
 

て
い
た
の
 

W
  

 

で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
 

 
 

の
著
 

㎝
 

 
 

て
い
た
 要
 

 
 

 
 

 
 

そ
の
 典
 

 
 

付
 さ
れ
て
 

 
 

観
は
根
本
 

 
 

観
に
よ
っ
 

 
 

第
 禅
門
」
 

 
 

く
 要
素
が
 

認
め
ら
れ
る
。
 

 
 

0
 本
来
 

 
 

て
 諸
法
を
 

 
 

す
る
の
で
 

あ
る
。
 

 
 

法
 の
 義
 

 
 

と
の
出
来
 

 
 

 
 

 
 

の
 三
十
 

 
 

と
 非
常
に
 

 
 

薄
皮
の
九
 

 
 

頭
囲
ロ
元
 



 
 

は
 「
 
治
禅
 

病
 秘
要
 法
 」
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

 
 

る
 世
間
 

 
 

一
八
 
物
 、
 

 
 

に
お
け
る
 

 
 

、
 五
神
 ・
 

 
 

（
五
星
、
 

 
 

五
姓
、
五
 

 
 

王
 で
あ
り
 

 
 

に
も
及
ん
 

 
 

提
謂
 経
、
 

明
 非
人
所
作
」
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

、
十
二
 

 
 

ぅ
 の
で
あ
 

る
 。
 

 
 

に
よ
っ
 

て
 神
通
を
修
得
し
。
通
達
 
軸
開
 な
る
世
界
を
示
し
て
い
る
。
 

 
 

に
置
か
 

 
 

る
の
で
あ
 

 
 

ハ
 物
の
観
 

 
 

観
察
す
る
 

 
 

の
 成
立
の
間
に
 

 
 

 
 

迦
葉
 品
 に
お
け
る
発
心
に
つ
い
て
 

田
上
人
香
 

 
 

立
し
た
 

 
 

か
ら
構
成
 

 
 

宝
積
 経
の
 

 
 

に
 属
す
 

 
 

か
ら
、
 A
 

D
 、
 一
 ?
 二
世
紀
に
は
流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

強
調
、
 

 
 

興
味
深
い
 

 
 

心
 に
関
し
 

 
 

大
乗
運
動
 

 
 

た
か
ら
で
 

 
 

の
 主
張
が
 

 
 

加
え
る
こ
 

と
に
す
る
。
 

 
 

乗
 の
 他
 

 
 

の
 先
導
と
 

 
 

る
 」
と
 述
 

 
 

い
，
っ
，
 

。
 こ
 

る
も
の
と
母
は
れ
る
。
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る
 。
大
地
 

 
 

れ
に
「
 
変
 

 
 

 
 

ぅ
 説
明
を
 

付
し
て
い
る
点
が
面
白
い
。
 

 
 

り
の
 
者
 

 
 

 
 

 
 

二
乗
は
得
 

正
覚
が
な
く
・
初
発
心
菩
薩
は
そ
れ
が
あ
る
。
な
ぜ
か
。
 

 
 

で
あ
る
 

 
 

 
 

 
 

経
に
も
 

 
 

菩
薩
は
妙
 

 
 

に
あ
っ
て
 

 
 

い
こ
と
で
 

 
 

。
し
か
し
 

 
 

に
あ
る
 
ょ
 

 
 

い
る
の
で
 

 
 

レ
 ス
 
フ
場
ム
 

口
 

 
 

過
 と
 い
 わ
 
回 心 
尋 と い 

居、 " 目ま さ " 唯 
四れ 唯 識 
力ロ る 識 
実順観 

観 

遍決 と 
v ブ し 

笹沢 い お 
を方 ぅ 

い （ と 

げ 
る   

ぅ媛 も " ぎ " 忠誠 

と 

自   覚 

% 一 芭 呉 竹 

    

 
 

す
る
人
々
 

 
 

 
 

」
と
教
え
Ⅱ
 

 
 

に
向
ぅ
 生
口
 
の
 

 
 

 
 

ゆ
え
に
 ブ
 

㏄
 

ッ
ダ
 の
家
系
は
絶
え
な
い
。
 

 
 

す
る
 中
 

 
 

て
い
る
」
 

 
 

に
ょ
 

 
 

擬
石
 が
菩
 

 
 

か
は
明
確
 

 
 

発
 菩
提
心
 

 
 

だ
か
ら
、
 

 
 

す
る
可
能
 

 
 

に
 発
心
の
 

 
 

が
あ
る
 

 
 

う
な
い
。
 



 
 

姿
は
一
 

 
 

る
 。
そ
し
 

 
 

つ
け
て
 
唯
 

 
 

所
収
の
 
概
 

 
 

ら
れ
る
。
 

 
 

思
誠
 
に
 

 
 

て
 演
ぜ
ら
 

 
 

切
 が
意
二
三
ロ
 

 
 

 
 

 
 

ら
に
意
識
 

 
 

象
 に
他
 な
 

 
 

て
 、
主
観
 

 
 

と
で
あ
 

 
 

は
、
 
単
に
 

 
 

以
外
の
何
 

 
 

ぇ
 な
い
。
 

 
 

に
 包
み
・
 

、
 

 
 

 
 

8
 対
象
 界
 に
く
 

の
、
 
自
ら
 

 
 

 
 

 
 

の
で
な
 

 
 

る
と
き
 、
 

 
 

唯
識
、
二
 

 
 

「
菩
薩
 地
 」
 

 
 

分
別
作
用
 

 
 

も
の
を
 分
 

 
 

こ
と
ま
 、
 

 
 

と
も
意
識
 

 
 

も
の
が
 既
 

 
 

と
は
、
 し
 

 
 

誠
 に
 よ
も
 

 
 

0
 分
別
件
 

 
 

い
る
か
ら
 

な
の
で
あ
る
。
 

し
 、
対
象
意
識
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

し
て
 対
 

 
 

。
あ
く
ま
 

 
 

に
 活
動
し
 

 
 

な
ら
な
 

 
 

な
い
、
 と
 

 
 

、
そ
の
こ
 

 
 

て
 、
意
識
 

 
 

な
の
で
あ
 

る
 。
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ウ
 。
八
二
 シ
 ヤ
ッ
ド
の
神
秘
主
義
 

中
祖
 
一
誠
 

 
 

る
こ
と
 

 
 

ら
 、
そ
の
 

 
 

い
と
い
え
 

 
 

究
 、
お
 ょ
 

 
 

 
 

れ
 て
 き
た
 

め
に
、
 神
 

 
 

の
 全
一
酌
 

 
 

と
か
ら
、
 

 
 

る
 。
 "
 神
 

 
 

い
は
 キ
リ
 

 
 

神
 教
の
 観
 

 
 

実
在
、
絶
 

 
 

ぎ
 実
現
」
、
 

 
 

が
 で
 き
 

 
 

と
 言
語
 

 
 

な
し
て
い
 

 
 

覚
 に
も
 他
 

 
 

法
界
等
 流
 

の
 十
二
分
数
で
あ
り
、
そ
の
間
車
 
習
 な
の
で
あ
る
。
 

 
 

ッ
ド
 思
想
 

 
 

特
質
が
見
 

 
 

中
 キ
リ
ス
 

 
 

価
を
許
す
 

こ
と
に
な
る
。
 

 
 

が
 有
神
 

 
 

を
も
つ
も
 

 
 

を
 有
す
る
 

 
 

の
事
は
十
 

 
 

察
を
含
め
 

 
 

ね
た
 げ
れ
 

 
 

文
献
を
考
察
し
て
み
る
と
・
前
述
の
如
 

 
 

で
あ
り
、
 

 
 

全
に
 具
備
 

 
 

 
 

 
 

合
一
 "
 、
 

 
 

見
受
け
 

 
 

わ
 な
 い
面
 

 
 

人
間
の
主
 

 
 

 
 

 
 

る
と
、
 そ
 

 
 

ム
ロ
一
の
 
提
 

 
 

、
人
間
の
 

 
 

誠
 で
あ
っ
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無
作
Ⅱ
 

 
 

を
も
っ
 
修
 

 
 

ル
マ
仏
教
で
 

使
 

 
 

 
 

原
 

裕
 

般
若
経
に
お
け
る
三
三
昧
に
つ
い
て
 

 
 

し
ろ
極
め
 

 
 

そ
こ
に
は
 

 
 

ぅ
 よ
う
な
 

 
 

観
念
の
伝
 

 
 

献
の
時
代
 

 
 

本
曲
 
笘
 の
も
 

 
 

て
い
る
。
 

 
 

は
 問
題
で
 

 
 

も
の
は
 何
 

 
 

な
ら
な
 

 
 

タ
ル
 

 
 

価
す
る
 

 
 

識
の
中
に
 

神
秘
主
義
の
本
質
を
探
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
 

相 無 れとは るい 解菩門 是脱如のワ " で のと羅は本 行説蜜巻 的で要さ 典重施教 説り、 あ が " さとし たとの 密 

展脱 
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b
 ｜
 二
四
三
 b
 ）
な
ど
で
 

 
 

 
 

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
 
随
 

 
 

 
 

る
わ
け
で
あ
る
が
、
す
べ
 

説
か
れ
る
姿
勢
が
根
本
的
な
あ
り
方
で
も
あ
ろ
う
。
 

 
 

ら
れ
る
こ
 

 
 

 
 

品
 で
は
、
㈹
「
 云
 河
馬
 ニ
 

 
 

 
 

二
空
三
昧
 -
 
…
…
 以
二
 寂
滅
 

 
 

 
 

行
 苦
行
 摂
 ¥
 心
 。
定
考
 在
 

 
 

 
 

説
か
れ
、
三
三
昧
の
意
味
 

 
 

 
 

ハ
戒
行
と
し
て
説
か
れ
る
 空
 

 
 

 
 

空
 と
の
同
化
が
窺
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

の
 経
典
に
お
い
て
も
示
さ
 

 
 

 
 

一
五
 0
2
 ）
、
ア
ビ
ダ
ル
 

 
 

巻
一
 0
 四
 、
 

 
 

一
八
。
 
坐
す
 
）
。
 

 
 

 
 

も
 
「
般
若
経
」
初
出
の
理
 

 
 

説
な
ど
か
 

 
 

 
 

 
 

 
 

わ
っ
て
一
層
止
揚
さ
れ
て
 

 
 

。
 能
 通
二
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 

 
 

原
始
 経
 

 
 

 
 

 
 

 
 

経
 」
に
伏
屈
さ
れ
て
は
 
菩
 

 
 

 
 

か
も
そ
の
際
に
、
声
聞
、
 

 
 

 
 

ち
 、
般
若
波
羅
蜜
の
方
便
 

 
 

 
 

を
 得
た
。
こ
の
三
三
昧
は
 

 
 

そ
れ
は
 

 
 

、
ロ
ソ
 

口
 （
Ⅰ
 

 
 

 
 

る
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
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定
 数
 と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

を
 除
い
た
頓
漸
二
教
五
時
 

 
 

 
 

後
に
与
え
た
影
響
か
ら
 見
 

 
 

 
 

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

そ
の
 同
 

 
 

覚
無
観
  

 

話
題
と
な
 

の
 三
三
昧
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
 

 
 

仏
は
段
 

 
 

に
 急
激
な
 

頓
 ・
 漸
 ・
不
定
 

 
 

た
の
で
あ
 

 
 

が
 起
り
、
 

古
田
和
弘
  

 

す
る
立
場
 

 
 

 
 

￥
ん
だ
 道
 生
と
 慧
観
と
 
 
 

 
 

、
道
生
が
建
 序
 の
 教
 界
か
 

 
 

 
 

往
は
優
勢
を
占
め
る
結
果
 

 
 

 
 

と
 祖
述
者
が
輩
出
し
、
 と
 

 
 

 
 

教
 信
者
の
間
で
強
く
支
持
 

 
 

 
 

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 と
 

 
 

 
 

屈
 し
た
か
と
い
う
そ
の
 成
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

て
の
こ
 

 
 

不
定
の
 

 
 

 
 

あ
る
。
 勝
寮
経
 を
ど
の
 ょ
 

 
 

 
 

な
る
と
と
も
に
、
頓
悟
、
漸
悟
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際
 の
と
こ
 

 
 

性
を
説
く
 

プ
ル
シ
ャ
と
ア
ー
ト
マ
ン
㈲
 

 
 

 
 

。
そ
れ
は
肉
体
を
そ
な
え
 

 
 

0
 対
立
が
 

村
上
真
宗
 

 
 

取
り
入
れ
 

 
 

お
い
て
 

 
 

頓
漸
の
対
   

 
 

 
 

次
の
如
 
き
 図
式
を
前
提
と
 

 
 

て
 主
体
的
す
る
。
 

 
 

仰
を
有
 

 
 

る
か
ら
で
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
生
命
を
与
え
 

ろ
 

エ
ソ
 

@
@
 

イ
 
テ
 
ィ
 

 
 

 
 

離
し
た
実
体
で
あ
り
・
 

最
 

 
 

体
 と
共
に
 

 
 

わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

）
の
存
在
を
信
じ
て
い
 

 
 

で
あ
り
、
 

 
 

る
 通
り
・
 

 
 

 
 

え
る
と
か
、
他
の
ど
ん
な
 

 
 

 
 

は
 生
命
に
と
っ
て
必
須
で
 

 
 

う
る
。
 
夢
 

 
 

隆
な
ど
、
 

 
 

 
 

な
れ
る
。
ま
た
死
に
際
し
 

 
 

 
 

ば
 親
指
大
な
ど
と
縮
小
型
 

 
 

一
般
に
そ
 

え
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

的
 原
理
 

 
 

と
い
う
 
二
 

 
 

る
 。
㈲
 
し
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れ る で る はれの 

とき か な ャあ ぽ、 タあ しク 個に検 叩 

  

  

実 っ 。 る ぽ、 の弁研 か 能体る彼 @  性ォそ に れ要 
 
 

り
、
色
 

 
 

て
触
 あ
り
 

 
 

解
脱
 浬
磐
 

 
 

に
 生
ぜ
ら
 

 
 

組
 に
依
 住
 

 
 

名
色
と
称
の
 

 
 

る
 。
允
文
㏄
 

 
 

っ
て
名
色
㏄
 

 
 

 
 

の
 和
合
関
 

山
本
啓
 量
 

原
始
仏
教
に
お
け
る
解
脱
と
触
の
 

正
観
に
関
す
る
考
察
 

を
 無
視
で
き
な
い
。
 

 
 

と
 対
比
 

 
 

さ
れ
、
 純
 

 
 

に
い
た
り
 

 
 

ス
ト
ン
の
 

 
 

 
 

 
 

れ
て
、
 そ
 

 
 

ら
れ
る
 如
 

く
で
あ
る
。
 



 
 

る
 。
 

 
 

ら
ず
 凝
 

 
 

り
 。
ま
た
 

 
 

本
 と
す
 

 
 

る
 縁
起
も
 

 
 

み
な
ら
ず
 

 
 

で
あ
る
が
 

六
種
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

原
始
仏
教
に
お
け
る
解
脱
は
、
人
間
の
存
在
性
す
な
わ
ち
 

有
 
ヴ
オ
リ
づ
曲
 

 
 

脱
す
る
こ
 

 
 

 
 

 
 

と
が
中
心
 

 
 

 
 

の
見
 わ
 け
 

 
 

 
 

、
空
無
相
 

 
 

触
の
如
実
 

 
 

受
 減
等
 至
 

 
 

相
触
 、
掘
 

 
 

観
に
よ
る
 

 
 

中
の
阿
 羅
 

 
 

ム
つ
 た
の
 

で
あ
る
。
 

 
 

真
諦
を
 

 
 

 
 

設
の
三
施
㎎
 

 
 

 
 

 
 

、
八
正
道
 

 
 

定
 に
よ
っ
 

て
 完
成
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

正
矩
 の
 

 
 

世
尊
の
浬
 

磐
 も
ま
た
第
四
禅
に
お
い
て
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

処
、
 

 
 

斯
 の
愁
思
 

 
 

に
 非
ず
 、
 

 
 

眼
 、
 色
 、
 

 
 

る
の
で
あ
 

 
 

の
 滅
に
 関
 

 
 

、
宝
生
宮
 

 
 

過
程
を
明
 

 
 

称
し
、
 捨
 

 
 

性
 が
団
 
ヨ
 ・
 

 
 

の
一
 性
に
 

 
 

と
あ
り
。
 

 
 

っ
て
法
自
 

 
 

如
実
知
見
 



 
 

等
に
か
 

 
 

、
実
法
 

 
 

明
ら
か
に
 

 
 

与
え
ら
れ
 

 
 

と
は
す
べ
 

 
 

づ
曲
ロ
 

ヰ
ロ
が
 

コ
レ
 
が
 

 
 

余
 で
も
あ
 

 
 

を
 見
極
め
 

る
こ
と
が
大
切
な
問
題
に
な
る
。
 

 
 

人
 と
の
 

 
 

感
性
、
四
 

 
 

ぅ
 生
々
 し
 

 
 

代
の
脚
色
、
 

 
 

を
 直
接
 あ
 

 
 

ぎ
 釈
尊
は
 

 
 

初
 に
住
ん
で
い
 

紅
 
H
 一
 ・
 
り
い
 、
㌦
 
揺
師
既
牡
 ㍻
 蝿
鞍
鞠
れ
 ㌃
れ
れ
㍉
㍉
「
 
 
 渡

辺
文
暦
 

続
 ・
く
る
が
 
ヱ
 づ
り
日
が
 
串
プ
が
 
日
日
㏄
の
 深
層
構
造
 

を
 得
て
淫
楽
に
至
る
と
し
て
い
る
。
 

 
 

必
ず
し
も
 

 
 

く
 見
え
る
 

 
 

る
 建
物
 "
 

 
 

状
況
、
 そ
 

 
 

き
 釈
尊
の
 

 
 

は
 自
然
の
 

 
 

、
ま
た
、
 

 
 

病
気
に
か
 

 
 

ば
 ね
ば
な
 

 
 

、
痛
 い
に
 

 
 

く
 要
求
さ
 

 
 

が
 ・
 
セ
由
ゴ
が
 

コ
 
%
.
 

 
 

旧
 旧
き
 

 
 

曲
 り
ヴ
郷
 
片
オ
 
由
 

 
 

関
係
す
る
 

 
 

楡
 表
現
 と
 

 
 

め
に
使
用
 

 
 

る
 
（
の
・
 

幅
 

 
 

さ
 、
季
節
 

 
 

を
 与
え
た
 

 
 

若
き
釈
尊
の
 

 
 

 
 

争
心
を
煽
㏄
 

 
 

 
 



 
 

紀
 近
い
 

橋
本
芳
契
 

N
.
 
ス
マ
 一
ト
 教
授
の
仏
教
理
解
に
つ
い
て
 

 
 

の
 思
索
の
 

一
端
を
披
歴
し
た
コ
ト
バ
と
し
て
受
取
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
 

 
 

か
ら
 自
 

 
 

の
 苛
酷
さ
 、
 

 
 

し
て
、
 そ
 

 
 

わ
し
く
て
、
 

 
 

な
 

 
 

べ
き
も
の
 

 
 

 
 

に
 認
知
し
 

が
 出
家
 

 
 

は
 変
易
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

味
の
関
係
 

 
 

・
の
の
・
 

由
 ）
 
、
 

 
 

速
 し
て
い
 

 
 

い
ロ
二
の
～
 

コ
が
 

 
 

さ
れ
た
と
 

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

か
た
は
 国
 

 
 

い
て
の
 理
 

解
の
度
合
い
も
 赤
 さ
ま
ざ
ま
な
の
で
あ
る
。
 

 
 

博
士
を
 

 
 

ァ
ビ
ズ
夫
 

 
 

ラ
ヴ
ァ
 

 
 

る
が
、
 オ
 

 
 

カ
ス
タ
ー
 

 
 

年
 生
れ
）
 

 
 

と
い
 え
 ょ
 

あ
ノ
 
。
 

 
 

コ
め
 
）
 が
 

 
 

一
 三
回
 1
 

A
H
R
 

（
国
際
宗
教
史
学
会
）
総
会
で
は
「
宗
教
の
限
界
と
 

づ
 a
o
 （
 
道
 ）
 

 
 

加
 者
に
中
 

 
 

と
 信
仰
 口
 

 
 

著
 が
あ
 

 
 

験
ヒ
 （
 
づ
 ￥
 ぬ
 

 
 

教
理
解
に
 

お
 げ
る
特
色
の
 ニ
 ・
三
に
つ
い
て
の
べ
て
み
た
い
。
 

 
 

ぐ
れ
た
 

 
 

の
 宗
教
 経
 

 
 

二
章
で
は
 

 
 

ぅ
し
た
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ま
り
見
ら
 

第
六
部
会
 

 
 

態
を
記
し
 

 
 

て
も
口
碑
 

 
 

が
あ
る
 程
 

負
債
上
人
に
つ
い
て
 

度
 に
す
ぎ
な
い
。
 

 
 

一
一
、
二
一
 

/
 

金
子
 
寛
哉
 

 
 

然
院
 の
 学
 

 
 

 
 

等
に
つ
い
て
学
ん
だ
 
解
 

 
 

 
 

利
益
信
 ロ
の
 記
事
は
貞
 伝
 

 
 

な
る
説
話
 

し
た
も
の
は
こ
れ
迄
に
あ
ま
り
多
く
見
ら
れ
な
い
。
 

 
 

 
 

文
献
を
駆
使
し
て
そ
の
 

 
 

 
 

。
今
こ
の
書
の
記
事
に
も
 

 
 

 
 

形
で
法
を
説
き
、
 
又
 そ
の
 

 
 

 
 

か
を
考
え
て
見
た
い
と
 
思
 

 
 

 
 

上
巻
は
主
と
し
て
負
債
 
の
 

 
 

 
 

下
巻
は
上
人
の
臨
終
時
の
 

 
 

さ
せ
、
 上
 

 
 

一
一
●
 

 
 

 
 

今
上
巻
の
中
か
ら
 貞
広
 が
 

 
 

 
 

ぇ
る
 為
に
主
な
も
の
を
 
要
 

 
 

っ
 た
の
か
約
し
て
挙
げ
る
と
、
 

と
壬
 -
 
ロ
 
う
こ
と
を
考
え
て
見
た
い
と
思
う
。
 

Ⅰ
念
仏
に
よ
る
火
災
の
除
 難
 。
 

 
 

に
お
 

二
 ・
上
人
の
書
い
た
名
号
の
文
字
が
焼
げ
な
い
。
 

し
 き
み
 

 
 

 
 

た
し
て
呑
ん
だ
ら
病
気
が
 

快
癒
し
た
。
 

 
 

る
 。
特
に
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ら
れ
た
。
 

ま
 、
上
人
の
名
号
に
よ
っ
て
難
産
が
救
わ
れ
た
。
 

六
 、
上
人
の
名
号
に
よ
っ
て
船
の
難
を
ま
め
が
れ
た
。
 

七
 、
上
人
の
名
号
の
 力
 で
霊
気
、
物
怪
が
と
れ
た
。
 

佐
藤
行
信
 

 
 

額
 は
船
ん
 

 
 

げ
な
か
っ
 

 
 

も
の
で
、
 

 
 

 
 

て
 安
置
さ
れ
て
い
る
。
 
二
 

 
 

 
 

仏
で
 立
像
で
金
箔
で
あ
っ
 

 
 

 
 

く
か
ら
黒
本
尊
と
呼
ば
れ
 

 
 

 
 

）
の
明
眼
 寺
 
（
抄
掠
 寺
 ）
 

 
 

 
 

の
 念
持
仏
に
し
た
の
で
あ
 

 
 

 
 

の
 記
録
と
し
て
有
名
な
 

 
 

 
 

所
収
）
に
よ
る
と
、
家
康
 

 
 

 
 

5
 所
で
一
 %
 の
 待
 伏
せ
に
 

 
 

 
 

げ
 込
み
、
岡
寺
の
黒
本
尊
 

 
 

 
 

@
 
本
尊
の
霊
験
に
よ
っ
て
 
危
 

 
 

黒
本
尊
を
 

 
 

見
ら
れ
・
 

 
 

 
 

て
こ
の
阿
弥
陀
仏
を
貰
い
 

 
 

の
時
に
増
 

的
 信
仰
感
情
も
推
測
さ
れ
る
。
 

 
 

寺
 住
職
に
 

 
 

重
日
仲
伏
 

は
、
 

会
 

 
 

の
 「
徳
川
 

部
 

上
 

 
 

明
源
 奇
と
 

第
 

 
 

し
 、
三
河
 

増
上
寺
黒
本
尊
者
 

191  (403) 



 
 

 
 

ん
だ
と
こ
ろ
、
黒
本
尊
の
 

 
 

 
 

ょ
 ご
ね
て
い
た
の
で
、
 
さ
 

 
 

 
 

た
と
わ
か
り
感
激
し
た
な
 

 
 

 
 

に
す
ぎ
な
い
が
、
家
康
が
 

 
 

 
 

な
 縁
起
話
も
生
じ
る
に
 
至
 

 
 

 
 

を
 秀
志
 に
 譲
っ
て
の
ち
、
 

 
 

 
 

に
 安
置
さ
れ
た
。
家
康
の
 

 
 

 
 

た
が
、
家
元
の
時
に
至
っ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

貴
 し
た
の
で
あ
る
。
家
康
 

る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
 

 
 

 
 

の
 念
持
仏
と
し
て
歴
代
将
 

 
 

 
 

、
将
軍
家
茂
の
夫
人
と
な
 

 
 

ら
 黒
木
 

 
 

に
一
八
段
、
 

 
 

 
 

三
回
も
繰
り
返
し
行
わ
れ
 

 
 

 
 

る
 。
 

 
 

か
っ
た
こ
 

 
 

「
黒
本
尊
 

願
行
寓
意
 静
 に
つ
い
て
 

 
 

初
 に
な
っ
 

 
 

」
（
一
一
巻
）
 

高
橋
秀
 栄
 

 
 

有
名
な
 菊
 

 
 

偉
大
な
 

 
 

本
尊
の
霊
 

 
 

 
 

方
 に
お
い
て
注
目
す
べ
 き
 

 
 

尊
を
持
た
活
躍
と
功
績
を
残
し
て
い
る
。
 

 
 

は
、
彼
 

 
 

か
っ
た
際
、
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十
八
カ
 

-
 
し
卜
つ
 

 
 

伝
記
を
ま
 

 
 

を
 知
っ
た
 

 
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

る
 由
縁
 

 
 

ら
か
に
は
 

 
 

八
歳
の
時
 、
 

 
 

は
じ
め
 

 
 

卸
机
に
圭
思
接
卍
 

 
 

追
風
を
奉
 

 
 

研
墳
 に
関
 

 
 

っ
 た
こ
と
、
 

 
 

五
重
塔
を
 

 
 

を
 完
成
せ
 

 
 

し
く
廃
れ
 

 
 

ど
の
業
績
 

評
価
に
由
来
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

 
 

と
ど
め
 

 
 

名
を
親
し
 

 
 

に
 忘
れ
 ろ
 

 
 

 
 

で
な
い
こ
と
に
 

鉢
 

扁
の
原
因
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 
 

0
 行
実
  
 

い
で
王
充
 

 
 

ね
 、
 い
 ま
 

 
 

こ
と
が
で
 

 
 

書
の
記
載
 

 
 

街
上
人
そ
 

 
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

 
 

ね
 、
 ぃ
 

 
 

僧
宝
伝
ヒ
 

 
 

未
詳
」
と
 

 
 

も
 ・
ま
た
 

 
 

す
ば
か
り
 

 
 

 
 

る
 建
保
 

 
 

営
め
 
「
 血
 

 
 

Ⅰ
 
リ
 
5
 室
田
 
笏
担
 

 
 

白
 も
日
 尊
 

 
 

濃
の
木
田
 

 
 

国
 夷
布
 武
 

 
 

0
 次
男
と
 

 
 

じ
 地
に
生
の
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ヰ
ハ
ー
Ⅴ
 

-
 
Ⅰ
Ⅹ
。
 

 
 

が
あ
る
が
、
 

三
年
四
月
㏄
 
1
 



 
 

 
 

か
ら
発
見
さ
れ
た
、
岡
寺
 

4
 

 
 

 
 

の
 阿
弥
陀
如
来
像
胎
内
 
納
 

㎎
 

 
 

 
 

い
る
と
云
え
る
。
こ
の
 
う
 

の
 

 
 

居
は
 法
 国
ひ
 

っ
 た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

七
年
ま
で
 

 
 

0
 行
を
修
 

高
山
寺
 蔵
 
「
木
食
山
居
」
の
勧
進
資
料
 

 
 

ず
 勧
進
に
 

 
 

と
地
蔵
菩
 

佐
々
木
 
幸
 
正
 

 
 

碑
 が
現
存
 

 
 

 
 

結
成
し
た
も
の
と
思
わ
 

 
 

 
 

尊
吐
翠
エ
 
の
為
の
十
万
人
講
 

 
 

 
 

の
 阿
弥
陀
如
来
立
像
胎
内
 

 
 

 
 

し
た
俗
人
二
名
を
僧
十
名
、
 

 
 

 
 

木
彫
や
木
食
 行
 に
か
か
わ
 

 
 

 
 

阿
弥
陀
如
来
像
及
び
十
体
 

 
 

 
 

ら
に
は
木
食
山
居
の
配
下
 

 
 

 
 

か
と
思
 う
 。
完
成
し
た
 阿
 

 
 

 
 

平
均
的
な
作
品
と
な
っ
て
 

 
 

 
 

く
の
協
力
者
の
も
と
に
 
造
 

 
 

釈
迦
、
 弥
 

云
え
る
。
 

 
 

 
 

れ
る
。
 

 
 

は
 守
二
 一
 

 
 

し
て
の
 単
  

 

胎
内
納
入
 

 
 

縁
勧
募
と
 

 
 

 
 

の
 調
達
を
お
こ
な
っ
た
こ
 



  

  

る 。 花蚤 雰珪雰 たそ 携僑掌 % 超 票漕笘 

の 実 う宗在 。 教し の 盲目 往 き身のの た 分も木 掘 し勧奉 なすしと ての 
践又的た 捨に時がと 食た 追加 そ有 

  

ほほ にでる よ船仕手たえ っ数 絡ャこ 

  

た 山信 中 多山 ぅ ょ條 た 食み 入 る り 

  
  

と 食い 活民る 功宗 寺ぅす慶 み船 煩 

第六部会 

い言 - 手 ・ 

る を Ⅰ三夏 

も 雪原 のぃオ 妙 
はた 市 好 
司 と （ 人 

一ヘ 妙好 推定 ノ 

浅 
原 
才 
市 
の 

  
（ あ ） 

信仰 

鈴 ホ るは 。 、 経験 

ケ ア Ⅰ   
綿甲 -   
奉公 O 親 
秋刑 O の 

埠 昂   
 
 

）
の
 セ
一
 

 
 

に
 自
己
の
 

 
 

位
置
を
占
 

め
る
。
 

 
 

生
存
 中
 

 
 

原
 方
面
 翁
 

を
 語
る
し
（
千
代
田
学
園
出
版
部
）
で
あ
る
。
 

 
 

様
 」
と
 

 
 

抹
 し
て
い
 

る
 。
し
か
し
 極
く
 
一
部
は
、
現
実
の
両
親
を
指
し
て
い
る
。
 

 
 

い
ら
れ
 

 
 

象
を
分
析
 

 
 

こ
と
が
 多
 

 
 

代
償
で
あ
 

る
 。
 

 
 

己
 中
心
 

 
 

か
も
，
」
 の
 

 
 

の
 ム
ロ
一
関
 

 
 

い
 。
親
鸞
 

 
 

の
 盲
目
的
 

 
 

な
 肯
定
に
貫
か
れ
て
い
る
。
 

 
 
 
 

 
 

ム
ロ
一
に
 
Q
 

 
 

依
存
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
 

1
9
 

 
 

時
 、
突
 



 
 

大
浜
村
 小
 

 
 

く
に
、
 小
 

 
 

よ
っ
て
 生
 

 
 

い
 う
 。
 又
 

 
 

う
ノ
 
イ
ハ
 

t
 
@
 
Ⅰ
。
 

 
 

大
工
と
 

 
 

、
あ
る
事
 

 
 

と
 寺
本
慧
 

 
 

た
い
と
い
 

 
 

十
八
 

-
 
Ⅰ
。
 

 
 

、
し
か
 

 
 

想
 的
反
逆
 

 
 

市
の
歌
 参
 

 
 

安
定
し
 

 
 

い
る
方
市
 

 
 

心
 堅
固
な
 

 
 

ね
 、
長
じ
 

 
 

心
を
拒
絶
 

 
 

こ
と
に
よ
 

 
 

の
道
は
決
 

し
て
や
さ
し
く
な
か
っ
た
。
 

 
 

諸
功
 

 
 

う
 に
な
る
。
 

 
 

ん
 な
む
 あ
 

 
 

な
か
っ
 

 
 

社
会
的
に
 

 
 

現
 を
ま
た
 

 
 

政
治
的
 拾
 

 
 

代
 の
そ
れ
 

 
 

に
は
い
る
 

 
 

十
二
年
に
 

 
 

詣
 精
進
条
 

 
 

に
は
「
 太
 

 
 

帯
は
 社
命
 

 
 

た
の
で
あ
 

蓮
如
の
教
 説
と
触
助
 

星
野
元
 貞
 

 
 

昧
堂
 に
こ
 

 
 

根
本
で
あ
 

 
 

目
覚
め
た
 

 
 

ず
 、
た
だ
 

 
 

十
歳
に
近
 

 
 

経
た
合
一
 

 
 

取
れ
る
も
 

の
が
少
な
く
な
い
。
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明
応
五
年
九
月
、
地
下
に
 

 
 

 
 

仏
宇
 候
 を
非
 嫌
候
 、
彼
 衆
 

 
 

 
 

経
廻
 ・
諸
人
 ヲ
汚
シ
侯
條
 、
 

 
 

 
 

か
ら
の
真
宗
批
判
は
門
徒
 

 
 

 
 

い
る
。
ま
た
日
後
法
興
 
院
 

 
 

 
 

三
位
、
自
失
四
月
比
・
 
有
 

 
 

 
 

、
 息
 三
歳
云
々
、
後
母
堂
 

 
 

上
申
に
 ょ
  

 

と
の
 記
 

 
 

 
 

は
 四
月
の
頃
よ
り
気
が
ふ
 

 
 

 
 

な
い
状
態
と
な
っ
た
。
 
そ
 

 
 

資
氏
 三
が
 

端
 を
は
っ
し
た
悲
劇
で
あ
っ
た
。
 

 
 

 
 

か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
 

 
 

 
 

囚
は
傲
悪
 不
浄
の
祐
心
 尼
 

 
 

 
 

い
え
ば
蓮
如
の
息
女
祐
心
 

 
 

 
 

と
こ
ろ
か
ら
良
人
質
 氏
王
 

 
 

 
 

ぅ
 し
た
風
聞
の
渦
中
に
あ
 

 
 

 
 

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
 

 
 

 
 

傲
 と
い
う
事
象
を
無
視
・
 

 
 

 
 

で
あ
っ
た
か
を
問
い
な
お
 

 
 

 
 

章
の
社
会
的
影
響
と
歴
史
 

 
 

っ
 た
と
お
 

的
 重
み
を
再
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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以
外
 

 
 

で
あ
ろ
う
。
 

 
 

か
ら
、
 南
 

 
 

り
 、
念
仏
 

 
 

に
入
る
人
 

 
 

て
い
る
 

 
 

他
 に
類
を
 

 
 

い
え
ば
 

 
 

示
教
的
 生
 

命
は
遊
行
賦
算
の
教
化
に
あ
っ
た
。
 

 
 

の
主
且
陸
 

 
 

足
跡
を
 、
 

 
 

る
と
 ・
 多
 

 
 

遊
行
の
旅
 

 
 

れ
は
一
面
 

 
 

的
 役
割
を
 

 
 

宗
教
活
動
 

 
 

た
し
た
も
 

 
 

ホ
教
活
動
 

一
遍
 聖
と
 参
籠
に
つ
い
て
 

石
岡
信
一
 

    

 
 

た
に
違
い
 

    

 
 

 
 

桂
ハ
Ⅱ
 

ワ
古
由
 

Ⅲ
Ⅱ
 
V
 
 ㎎
 

 
 

何
な
る
の
 

 
 

 
 

た
 。
先
ず
 

ひ
 

 
 

を
 作
成
し
 

レ
ハ
 

-
 
し
 
。
 

 
 

年
代
 

参
籠
期
間
 

文
永
八
年
善
光
寺
 

参
籠
 

独
龍
 

三
年
 

文
永
八
年
予
州
窪
寺
 

参
籠
 

文
永
八
年
 セ
 児
曹
生
の
 山
 
一
句
 

日
庄
 

文
永
十
年
四
十
九
院
、
一
の
堂
舎
 
ガ
 

文
永
十
一
年
天
王
寺
 

熊
野
本
宮
証
誠
 殿
 

%
 安
九
年
天
王
寺
 

三
日
 

太
子
 廟
 

当
麻
寺
 

ガ
三
ケ
月
 

正
応
元
年
繁
多
 寺 

 
 

て
い
る
も
 

 
 

多
く
の
 社
 

 
 

り
 、
こ
れ
 

 
 

・
今
回
は
 

取
り
あ
げ
な
い
。
 

 
 

」
の
 文
 

を
 逐
次
み
て
み
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
。
 



 
 

本
数
心
理
㏄
 

 
 

 
 

シ
カ
 ス
ム
 
 
 

本
尊
 

 
 

 
 

を
と
ど
 

 
 

、
 「
か
の
 

 
 

か
た
は
ら
 

 
 

づ
く
し
て
 

 
 

た
 が
く
 境
 

 
 

づ
く
し
 

衆
生
を
利
益
せ
ん
と
お
も
ひ
た
ち
給
ふ
。
」
（
 聖
絵
 第
一
、
同
 

四
頁
）
 

 
 

練
行
 

の
 古
跡
な
り
。
 略
 」
（
 聖
絵
 第
二
同
四
頁
）
 

 
 

素
意
を
 

 
 

、
 「
さ
て
 

 
 

し
て
同
時
 

 
 

た
 が
く
 舎
 

 
 

第
二
、
同
 

五
頁
）
 

 
 

を
す
す
 

め
て
衆
生
を
済
度
」
（
 聖
絵
 第
二
同
八
頁
）
以
下
略
 

(411) 
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に よ来もいるし、 出て 救 すか 題 」 と いぬ うこ の 彰一生紙力草 同 往を シ の 

  

現せ 相性大おの 応を筋 い問 スかぅ ・らま呑屋 内にに " え るイ 「と " 刀く 

  

浄 
土 

l 教 
光と 
明へ 
ャ こ 、 ン 

つ カ 

い ス 

て ん 

  



の
 相
応
性
に
少
し
く
触
れ
て
み
た
い
。
 

 
 

ろ
で
あ
 

 
 

の
 三
十
二
 

 
 

は
仏
 そ
の
 

 
 

。
と
こ
ろ
 

 
 

智
慧
、
 覚
 

 
 

す
 」
働
き
 

 
 

は
こ
の
点
 

 
 

喜
 踊
躍
 

 
 

 
 

 
 

Ⅰ
 
メ
 し
 「
 后
鵬
 

北
八
日
 

亘
 

 
 

ぽ
復
 有
 人
 

 
 

」
と
説
か
 

 
 

藤
原
弘
道
 

先
生
古
稀
記
念
史
学
仏
教
学
論
集
」
参
照
）
 

 
 

せ
ら
れ
 

 
 

シ
ァ
 正
教
 

 
 

る
偽
 デ
ィ
 

 
 

心
的
な
役
 

 
 

、
 神
の
 レ
 

 
 

Ⅰ
。
の
の
 

村
セ
 

 
 

ス
ム
の
 テ
 

 
 

の
 光
明
 

 
 

オ
ス
・
 パ
  
 

の
 著
作
は
 

 
 

 
 

ぅ
 言
葉
が
 

屋
 

 
 

会
い
、
光
の
 

 
 

の
 聖
化
が
ひ
 

 
 

田
 
㌧
年
の
臣
 

 
 

山
ト
Ⅱ
 づ
 ・
 

 
 

擁
護
者
で
 

 
 

る
 神
が
人
 

 
 

光
明
と
呼
 

ば
れ
る
の
は
、
そ
の
本
質
 
0
 む
 
a
 ぎ
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
 
そ
の
働
き
 

 
 

ち
ち
ミ
 
Ⅱ
 ハ
も
 
。
Ⅱ
・
 

 
 

八
ド
 
J
 
。
 モ
 

 
 

光
明
ま
 

 
 

に
よ
っ
て
 

 
 

」
の
実
践
 

 
 

c
 だ
 心
ハ
 
0
 て
 Ⅱ
 

も
ニ
へ
 
へ
も
 
へ
づ
 Q
 モ
 ・
 b
.
 

）
。
 

三
 で
 ・
 

 
 

そ
の
 相
 

 
 

仏
の
境
界
 

 
 

ハ
童
詩
経
口
 

 
 

ぱ
 な
ら
な
 

 
 

応
 性
が
検
 

記
 さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
 



第六部会 

  

  
  

歎 「 
異 
抄 
。 =" 

の 

受 
容 
の 

史 
的 
考 
察 
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切
 の
 諸
 

 
 

輪
 」
は
 、
 

 
 

は
 五
種
の
 

 
 

師
は
、
そ
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

て
 、
 蛮
提
 

 
 

提
心
 、
修
 

隆
寛
の
菩
提
心
 

浅
井
成
 海
 

 
 

も
亦
 こ
の
 

「
 
歎
異
 鈴
口
で
あ
ろ
う
」
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

か
か
わ
 

 
 

か
に
 

 
 

の
後
、
 

 
 

我
鳥
 
亘
深
 

 
 

に
 大
き
な
 

 
 

の
中
で
は
、
 

 
 

日
親
鸞
 
｜
 

 
 

（
私
の
古
 

 
 

子
 大
栄
の
 

 
 

る
 。
 

 
 

定
義
 ず
げ
 

 
 

 
 

て
 、
こ
の
 

四
 

 
 

の
が
こ
の
の
 

 
 

 
 

し
た
後
 
ひ
 

 
 

三
心
に
帰
 

 
 

て
 往
生
を
 

 
 

・
辺
地
へ
 

 
 

道
巾
 の
 諸
 

 
 

修
め
た
こ
 

 
 

も
あ
る
と
 

 
 

い
て
、
 

 
 

」
こ
で
は
、
 

 
 

と
天
 ぅ
の
 

 
 

 
 

 
 

片
駒
 

 
 

い
 う
 の
で
 

 
 

に
 十
八
願
 

 
 

論
点
の
 
一
 

 
 

心
は
、
聖
 

 
 

る
と
い
う
 

 
 

っ
て
 、
浄
 

 
 

。
す
な
わ
 

 
 

す
る
に
 っ
 

 
 

発
 菩
提
心
 



 
 

い
の
で
そ
 

 
 

生
の
三
心
 

 
 

二
む
 
具
，
 

 
 

発
心
と
、
 

 
 

を
 成
じ
て
 

 
 

も
と
ず
く
 

 
 

く
 相
違
 す
 

 
 

土
の
三
心
 

 
 

る
 。
な
お
 

 
 

口
 
摂
心
 釈
 

 
 

あ
と
大
論
、
 

 
 

天
の
有
漏
 

 
 

ず
く
こ
と
 

 
 

を
 引
い
て
、
 

 
 

な
う
 げ
た
、
 

 
 

開
を
考
え
 

 
 

 
 

 
 

新
し
い
 

 
 

て
 、
称
名
 

 
 

っ
た
 菩
提
 

 
 

仏
を
主
張
 

 
 

と
こ
の
三
心
の
 

 
 

 
 

石
川
力
山
 

 
 

先
学
の
 

 
 

つ
と
め
、
 

 
 

と
さ
れ
る
 

 
 

法
眼
 蔵
の
 

 
 

法
眼
 蔵
品
 

 
 

慕
と
 隠
棲
 

 
 

に
な
っ
た
 

 
 

・
実
は
義
 

 
 

り
 、
い
か
 

 
 

と
い
う
 事
 

 
 

読
ん
で
 第
 

 
 

の
 語
録
の
 

 
 

お
 げ
る
 宏
 

 
 

て
得
ら
れ
 

る
 叢
雲
の
 宏
 智
の
禅
へ
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
論
ず
る
。
 

 
 

く
 三
つ
 

 
 

て
 真
如
法
 

 
 

己
の
上
堂
 

叢
 雲
の
宗
教
に
お
け
る
 宏
 智
の
影
響
に
つ
い
て
 

提
 心
と
み
て
い
る
点
な
ど
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
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中
正
・
正
中
 来
 ・
 兼
 中
華
 

 
 

 
 

し
 、
叢
雲
の
み
こ
の
 
偏
正
 

 
 

 
 

 
 

宵
山
本
来
の
五
位
 説
を
 

 
 

た
か
に
 っ
 

等
々
の
 宏
 智
の
語
を
義
雲
は
幾
度
と
な
く
引
用
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

子
細
に
検
討
し
て
み
る
 

 
 

 
 

 
 

中
空
と
し
て
い
る
が
，
 
巻
 

 
 

 
 

し
 、
こ
の
 

側
 で
、
 

 
 

、
表
事
 は
 

上
堂
、
 
廓
爾
 耐
震
水
先
自
照
、
寂
然
両
店
大
用
現
前
。
 

こ
の
小
参
を
充
分
に
熟
知
し
て
い
た
と
解
し
得
る
。
更
に
 

木
馬
 噺
風
 不
運
今
時
文
 歩
 、
泥
中
山
海
親
敬
空
劫
 春
 。
 

 
 

眼
閃
 裏
 

諸
人
相
委
悉
 宏
 、
王
八
 招
手
盧
復
妙
在
 廻
送
。
 

 
 

は
 道
、
 

 
 

巻
数
は
宋
 

 
 

と
し
て
 外
 
 
 

一
色
、
 

 
 

る
 悟
り
の
 

 
 

 
 

 
 

智
 の
四
倍
で
あ
る
が
、
 

こ
 

 
 

処
々
に
 見
  

 

素
雪
の
 五
 

ら
れ
る
。
 

 
 

口
悠
り
渦
き
 

口
で
 

 
 

を
 自
家
は
な
い
。
 

 
 

・
こ
の
部
 

 
 

の
 内
容
 

類
 に
属
す
る
引
用
例
が
最
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
 

 
 

分
 に
消
化
 

 
 

 
 

示
衆
 を
そ
の
ま
ま
自
己
 

 
 

 
 

く
 、
 宏
 智
の
禅
に
深
く
傾
 

 
 

 
 

雲
は
道
元
が
否
定
し
た
 
五
 

 
 

 
 

説
示
す
る
が
、
そ
れ
は
 
宏
 

 
 

 
 

の
 祖
述
で
あ
る
こ
と
、
 
こ
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「
学
道
用
心
集
ト
に
お
け
る
学
道
形
態
 

神
戸
 
信
寅
 

 
 

る
が
、
 

 
 

甲
午
清
明
 

 
 

一
一
一
一
四
）
 

 
 

て
 、
こ
の
 

よ
う
な
か
た
ち
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

 
 

の
た
め
 

 
 

そ
れ
は
 

 
 

、
学
道
 そ
 

 
 

こ
こ
に
 

説
か
れ
て
い
る
学
道
の
特
徴
が
感
取
さ
れ
る
。
 

 
 

で
あ
る
が
。
 
そ
 

 
 

 
 

 
 

容
 を
ふ
ま
 

 
 

以
上
の
点
 

 
 

得
る
か
、
 

，
 

 
 

と
の
間
に
 

 
 

題
を
厳
密
 

に
 検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
あ
る
。
 

 
 

る
 「
修
行
」
 

 
 

践
 的
に
 菩
 

 
 

立
場
で
あ
 

る
 。
 

 
 

指
導
者
 

 
 

て
 、
そ
の
 

 
 

す
る
こ
と
 

 
 

工
師
に
参
 

 
 

行
 が
必
要
 

な
こ
と
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

場
 に
は
、
 

 
 

。
そ
れ
に
 

 
 

と
が
直
接
 

 
 

「
 参
 前
聞
 

 
 

、
修
行
か
 

 
 

法
 」
に
 ょ
 

る
 学
道
形
態
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

で
あ
る
 

 
 

て
 、
 浬
磐
 

 
 

な
わ
れ
て
 

 
 

夫
 坐
禅
」
の
 

 
 

 
 

と
し
て
の
修
行
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

あ
る
か
㏄
 

 
 

 
 

て
く
る
も
 



「
工
夫
坐
禅
」
に
 よ
 る
修
行
も
 、
 

 
 

か
ら
修
行
 

 
 

向
 を
も
っ
 

 
 

菩
提
が
 求
 

 
 

っ
 た
も
の
 

で
は
な
く
、
既
に
菩
提
・
 浬
 磐
を
含
ん
だ
道
中
に
あ
っ
て
 
、
 そ
の
上
で
 

 
 

い
た
の
 

 
 

て
、
 発
 い
 

 
 

仏
法
と
本
 

 
 

。
即
ち
 、
 

 
 

、
こ
の
 

 
 

愛
 す
る
と
 

浬架 

  
工 

菩提 ( 参師十 夫 坐 聞法 ) 発心 

%w ） 

小参そ千 

形
態
が
互
に
交
わ
り
重
な
り
ム
ロ
 

っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 

図
の
よ
う
に
、
発
心
・
修
行
・
 

菩
提
・
 浬
 梁
と
 道
探
 し
た
一
つ
 

の
流
れ
を
転
ぜ
し
め
る
の
で
あ
 

る
 。
そ
し
て
・
そ
れ
に
よ
っ
て
 

「
 参
 前
聞
法
」
に
 よ
 る
修
行
も
 、
 

 
 

こ
か
ら
 

 
 

、
そ
こ
 

 
 

流
れ
に
お
 

 
 

で
あ
る
。
 

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
学
道
 

大
通
 智
勝
 如
来
信
仰
の
研
究
 

斎
藤
差
 松
 

 
 

勝
 如
来
 

 
 

論
究
、
 

実
証
し
そ
れ
等
の
資
料
を
整
理
記
録
せ
ん
と
す
る
。
 

 
 

、
大
智
 

 
 

曲
 と
し
、
 

 
 

仏
も
含
ま
 

れ
こ
の
信
仰
に
重
要
な
関
連
を
有
す
。
 

 
 

に
な
る
 

 
 

字
 図
像
も
 

 
 

す
る
の
は
 

 
 

を
 区
別
す
 

 
 

④
の
仏
名
 

 
 

、
元
亀
 二
一
 

 
 

」
の
刻
字
 

 
 

と
す
る
 多
 

 
 

日
が
Ⅱ
が
 
日
 

ら
れ
る
と
い
え
よ
 う
 。
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証
さ
れ
 開
 
6
 

 
 

特
徴
が
み
 
初
 



 
 

内
に
三
基
 

 
 

居
り
大
通
 

 
 

区
分
さ
れ
、
 

 
 

す
る
。
 
理
 

 
 

る
と
「
 

予
 

 
 

 
 

 
 

木
地
 
仏
と
 

 
 

の
 釈
迦
が
 

 
 

「
 
左
ノ
手
 

 
 

剛
果
Ⅱ
大
日
 

 
 

印
は
逆
で
 

 
 

。
そ
れ
は
 

 
 

敬
体
存
在
 

 
 

図
像
と
一
 

 
 

聞
 記
の
 

 
 

で
 建
立
さ
 

 
 

後
半
）
 
こ
 

 
 

大
東
亜
 
戦
 

 
 

）
。
そ
の
 

 
 

れ
て
東
門
 

 
 

明
神
を
護
持
す
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  東 れる 円 以上 通仏 で、 社） 形で に現 より 共に の息 当然 字を 智 氏 河野 系と 鎌倉 な遺 

  
研べ 大秘中体の残雨れ し あ 野 っ数 次   

突き通印 でで 庵 （ 島は大し 町如通 、 蜂る 善 。 たる 程 とはい 氏て 的に理 ィ第拳 

  

に す印存定 定立大のの 族明 のなで ふ 

  

吉蔵 

の 

著 
作 

勝 「 

中 
鷺 

に 宝 
見 窟 
ら 

B- ， 

れ の 
      
「 

空 」 
種 
口 女 

不 「 来 

空 」 蔵 
空 

窟 鶴 智 

側な 見 
  
す 
る 道 
に   



 
 

 
 

吉
蔵
は
如
来
蔵
 智
 Ⅱ
如
来
 

 
 

 
 

智
慧
を
捉
え
て
い
る
。
 
如
 

 
 

 
 

蔵
 至
智
を
知
る
智
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

義
を
二
面
よ
り
説
明
し
、
 

 
 

 
 

空
な
る
煩
悩
に
よ
っ
て
 
衆
 

 
 

 
 

る
 如
来
性
は
な
い
と
言
 う
 

 
 

 
 

空
 」
の
関
係
で
あ
る
と
す
 

 
 

 
 

る
と
し
、
煩
悩
の
当
体
も
 

 
 

 
 

を
覆
 3
 が
故
に
空
如
来
蔵
 

 
 

 
 

法
身
を
覆
 う
 煩
悩
と
の
 二
 

 
 

空
 智
の
内
面
よ
り
 空
 如
来
蔵
に
説
明
を
加
え
て
い
る
。
 

 
 

空
と
捉
 
 
 

概
念
の
 
一
 

 
 

 
 

と
 定
義
さ
れ
る
如
来
蔵
は
 
、
 

@
O
 

 
 

と
 同
格
な
 

 
 

 
 

た
る
如
来
蔵
に
 仏
 功
徳
 

 
 

 
 

を
 不
空
如
来
蔵
と
し
て
 積
 

 
 

い
て
、
 法
 

 
 

法
 が
明
ら
  

 

牢
 と
し
て
 

 
 

議
 し
、
 

 
 

 
 

る
と
解
釈
し
、
法
身
が
如
 

 
 

 
 

法
身
と
不
二
な
る
内
容
の
 

 
 

 
 

。
し
か
し
、
法
身
と
言
え
 

 
 

 
 

在
り
方
を
体
と
し
て
い
る
。
 

 
 

 
 

て
い
る
悟
り
へ
の
因
を
仏
 

 
 

 
 

な
い
の
で
あ
る
か
ら
不
空
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会
 

部
 

望
月
一
憲
 

第
六
 

 
 

「
 
十
セ
 

実写未見解き 不如を捉にと と「説 はと 
相え蔵 て 釈で空 来 宥え絹本 す研 ぎ 以 解さ 
の " を中をは 如 蔵 してび 二る蔵 " 上択 れ 

目勝 

鷺 
経 
義 
疏 
ヒニ " 

と 
圭 

思泣 い 
十 
セ 
条 

  

  

  
  

 
 

衆
一
拳
）
）
 

め
 

 
 

同
窓
会
編
 

 
 

 
 

 
 

せ
ら
れ
 

 
 

何
ら
「
 太
 

 
 

、
「
聖
徳
 

 
 

と
に
過
ぎ
 

 
 

水
 」
の
 謂
 

り
を
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

い
ず
れ
 

 
 

、
ま
っ
た
 

 
 

を
 比
較
し
 

 
 

 
 

関
係
が
指
 

捕
 さ
れ
る
か
を
究
明
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

 
 

思
想
が
 、
 

 
 

無
関
係
の
 

 
 

か
 、
そ
し
 

 
 

想
の
記
述
 

 
 

表
現
で
あ
 

 
 

筆
者
で
あ
 

け
 

 
 
 
 

 
 

る
 。
 

 
 

思
想
的
㏄
 

 
 

思
想
に
も
 

  



 
 

で
あ
ろ
う
。
 

 
 

為
別
 。
 

 
 

ヌ
 化
法
 

 
 

 
 

 
 

故
 、
非
 

昔
梯
燈
 、
 唯
欲
 今
日
一
体
 
也
 。
 

 
 

な
り
」
 

あ
る
。
 

こ
れ
を
「
憲
法
十
七
条
」
の
第
二
条
 

 
 

宗
 。
何
 

 
 

、
 何
以
 

直
桂
 。
 

 
 

っ
て
 
、
そ
 

 
 

べ
き
筋
は
 

 
 

者
で
あ
る
 

と
い
う
証
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

て
、
そ
 

 
 

、
こ
の
 両
 

 
 

両
立
並
行
 

の
 同
一
思
想
で
あ
る
と
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

い
ず
れ
 

 
 

な
 比
較
 研
 

 
 

い
る
の
で
  

 

理
想
と
 

実
践
 ヒ
 一
九
六
頁
）
参
照
 

 
 

明
せ
 

ら
れ
た
こ
と
を
示
し
、
 

 
 

し
て
 

く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

赤鹿 

摩 

経 

義   

疏 

憲 

  法 

華 

勝 俺 義 

経 疏 

義 

疏 

法十セ条     

 
 

者
の
手
に
 

 
 

 
  

 

な
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

、
同
一
）
 

 
 

 
 

 
 

筆
者
の
手
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
 



第六部会 

 
 

刊
本
以
 

 
 

二
十
巻
 二
 

 
 

「
 開
一
木
」
 

一
 

 
 

成
 」
と
 

 
 

巻
数
を
 

 
 

開
 五
葉
 結
 

 
 

巻
に
 配
当
 

 
 

一
 現
成
分
 

 
 

し
 、
後
 顧
 

 
 

奥
書
を
有
 

 
 

氏
 ）
が
 新
 

 
 

八
四
一
 %
 

 
 

十
月
に
か
 

 
 

に
 遇
い
、
 

 
 

な
る
経
路
 

 
 

 
 

 
 

点
 を
見
 

 
 

年
に
弁
 註
 

 
 

な
い
形
体
 

中
山
成
二
 

法
王
手
 蔵
 
「
正
法
眼
蔵
 辮
註
 」
に
つ
い
て
 

年序とに文伝い と等 ま拝 （ 致 お のこのは 底並 ので 

杢唇磨哲 

  
    

や 六のた 筆本 れと本書 る礼 、 一 に 本 、 水成の頚 伝 

211@ (423) 



 
 

紹
介
さ
 

 
 

ま
り
親
鸞
 

 
 

著
作
も
和
 

 
 

丈
 に
よ
っ
 

 
 

物
を
数
多
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

く
 言
わ
 

 
 

的
な
教
理
 

 
 

さ
と
 排
 

徳
永
道
雄
 

鈴
木
大
拙
博
士
の
真
宗
理
解
に
つ
い
て
 

 
 

で
あ
る
が
、
 

 
 

存
在
と
い
 

 
 

を
も
っ
て
 

 
 

、
現
在
の
 

 
 

扶
の
状
況
、
 

 
 

れ
た
寛
政
 

 
 

る
 。
 

 
 

係
 に
つ
 

 
 

両
 助
教
授
 

の
お
世
話
を
戴
い
た
。
 謹
 し
ん
で
誠
意
を
表
し
ま
す
 
じ
 

 
 

を
あ
く
ま
 

 
 

 
 

切
 関
知
し
 

打
 

 
 

 
 

 
 

不
は
最
も
 

 
 

」
（
 い
 か
～
 
ざ
 

 
 

こ
と
は
 注
 

目
 に
価
す
る
。
 

 
 

謂
 伝
統
 

 
 

し
か
し
そ
 

 
 

分
別
 智
を
 

 
 

こ
に
 
"
 妻
並
 

 
 

知
性
・
感
 

 
 

も
知
性
 

 
 

も
の
、
 つ
 

 
 

"
 信
 "
 又
 

 
 

ぅ
 
"
 さ
と
 

り
 "
 に
 相
当
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

題
 を
解
 

 
 

浄
土
の
問
 

 
 

は
 西
方
 何
 

 
 

 
 

ゆ
 二
市
す
の
Ⅰ
 

e
 
）
 

 
 

に
 見
る
こ
 

 
 

い
、
更
に
 



 
 

も
っ
た
 

 
 

の
が
創
造
 

 
 

背
負
っ
て
 

 
 

」
れ
は
 一
 

 
 

と
 一
致
す
 

 
 

た
だ
認
識
 

 
 

浄
土
に
住
 

 
 

な
ら
ぬ
と
 

い
 う
 。
 宍
 浄
土
系
思
想
論
 ヒ
 四
九
頁
）
 

 
 

弥
陀
の
 

 
 

あ
る
。
 但
 

 
 

自
己
に
 相
 

 
 

入
さ
せ
て
 

 
 

と
相
対
さ
 

 
 

の
 自
覚
、
 

 
 

小
 に
お
注
 し
 

 
 

0
 ～
～
心
の
 

ト
寅
隠
 

d
e
 
（
 
ぺ
 
～
～
～
 

さ
附
め
 

，
 0
S
 
 

め
討
ぎ
 
㏄
悪
札
 
荘
か
 
沖
 さ
や
の
 

つ
 

づ
 ）
 

 
 

と
の
 関
 

 
 

っ
て
い
る
 

 
 

し
か
し
 浄
 

 
 

、
そ
の
即
の
面
 、
 

 
 

 
 

弘
 

坂
本
 

 
 

 
 

ち
分
別
 

 
 

の
 密
接
な
 

 
 

。
そ
し
て
 

 
 

で
は
な
く
 

 
 

ぅ
 こ
と
が
 

 
 

と
し
て
 定
 

 
 

逆
に
定
を
 

 
 

く
る
。
 
特
 

 
 

も
 尖
鋭
に
 

推
し
進
め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

 
 

な
が
ら
、
 

 
 

諸
問
題
に
 

 
 

る
 。
鈴
木
 

 
 

が
あ
り
、
 

 
 

に
 幾
分
の
 

 
 

林
次
の
よ
 

う
 に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
 
ぅ
 。
 

213 (425) 

よ
 
力
 、
。
 

Ⅰ
 定

と
慧
 

｜
 鈴
木
大
拙
の
場
合
 ｜
 



一
 、
慧
の
普
遍
性
 

 
 

る
 以
上
、
 

 
 

な
ら
ぬ
。
 

 
 

者
で
あ
 

 
 

れ
る
。
」
 

 
 

の
 宗
教
 

 
 

、
哲
学
者
 

 
 

の
 鈴
木
 目
 

 
 

ら
 生
ま
れ
 

 
 

る
 。
こ
 う
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

二
 、
慧
の
自
覚
的
構
造
 

 
 

ど
の
よ
 

 
 

て
 深
く
 規
 

 
 

る
が
、
 ま
 

 
 

」
の
分
別
 

 
 

破
 さ
れ
、
 

 
 

と
り
も
 直
 

 
 

に
他
 な
ら
 

 
 

。
背
景
を
 

 
 

な
 自
覚
が
 

含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
鈴
木
の
確
信
で
あ
る
。
 

二
 一
、
 
慧
と
定
 

 
 

知
的
に
  
 

究
明
し
ょ
 

 
 

 
 

の
 極
ま
る
 

幼
  

 

と
こ
ろ
に
急
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

を
 調
整
 

ひ
 

 
 

る
 。
東
西
 

 
 

わ
れ
で
あ
 

 
 

或
は
精
神
 

 
 

努
力
は
こ
 

 
 

学
ゅ
 p
F
 
ゅ
自
 

 
 

位
置
づ
 け
 

 
 

慧
の
開
発
 

 
 

実
修
が
慧
 

 
 

し
そ
れ
が
 

 
 

0
 通
り
で
 

 
 

ら
ず
何
等
 

 
 

あ
ろ
う
。
 

 
 

。
仏
教
 

 
 

 
 

た
 独
特
な
 

 
 

え
ら
れ
 

る
 。
 



 
 

沙
門
源
信
 

 
 

な
ど
と
な
 

源
信
の
著
作
に
つ
い
て
 

っ
て
い
て
、
等
し
く
「
源
信
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
 

 
 

い
る
も
 

奈
良
弥
 元
 

 
 

恵
心
御
作
 

 
 

 
 

三
ハ
簾
中
一
二
億
に
の
 

 
 

 
 

記
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
 

 
 

 
 

よ
う
 に
記
し
た
も
の
で
あ
 

 
 

 
 

か
ら
「
恵
心
御
作
」
と
か
 

 
 

源
信
の
 

写
本
の
ま
ま
で
現
存
す
る
も
の
七
億
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

み
ず
か
ら
記
し
た
と
は
 

 
 

 
 

  

 
 

源
信
の
真
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

ヒ
 で
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
よ
っ
て
、
そ
の
 真
撰
 

 
 

 
 

し
か
し
、
田
村
芳
朗
博
士
 

 
 

 
 

天
台
 首
機
 鮫
焼
 

 
 

鎌
倉
新
仏
教
の
研
究
 目
平
 

 
 

作
 午
時
の
楽
青
書
店
）
。
 

 
 

二
億
、
 さ
 

 
 

信
 の
 著
 

 
 

 
 

「
接
骨
 に
 「
源
信
近
」
と
 

 
 

 
 

集
ヒ
 「
法
華
分
体
」
（
あ
る
 

 
 

る
 。
 

 
 

真
撰
 で
あ
 

 
 

 
 

 
 

文
ヒ
 の
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考
え
る
。
 

 
 

に
 

な の なす そ す と 

い源記 る さ の ら こ 

海思   

僧想 
正と てく集にし一に "L しめ 本 " 

の山 
恵壬   
木目 @[ コ ' 一 - 
に実 
つ神 
い道 

中 て 
の   

山 - 」 あ 撰 

  
田   

  

 
 

中
で
、
 源
 

 
 

し
た
も
の
 

 
 

信
 が
自
説
 

 
 

は
 

 
 

、
そ
う
で
 

 
 

弥
陀
三
諦
 

 
 

な
ぜ
「
 源
 

 
 

の
 生
ず
る
 

 
 

失
徳
 

6
 

 
 

略
 
１
打
 

 
 

覚
 」
と
い
 

の
 

  

 
 

を
 挙
げ
れ
 

ひ
 

 
 

 
 （

 
l
 ）
 

 
 

諸
善
 

奉
行
 

そ
の
外
に
 

 
 

ロ
 
奉
行
 

 
 

度
 役
船
 

末
法
中
 

現
 大
明
神
慮
 度
 衆
生
南
無
 東
 堅
二
所
大
権
現
 

山
門
探
題
大
僧
正
天
海
（
朱
印
）
 

 
 

て
い
る
 事
 

は
、
 拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
 

 
 

を
 迎
え
 

 
 

は
、
 神
と
 

（
 
3
 ）
 

 
 

寛
永
十
三
 

年
の
項
に
記
さ
れ
て
い
る
所
を
例
に
あ
げ
る
と
 

 
 

、
 然
る
 

 
 

略
｜
然
 

 
 

安
全
を
 

祈
り
給
ふ
 事
 然
な
り
 

（
 
4
 ）
 

 
 

も
 記
さ
れ
 

て
い
る
。
 



第六部会 

 
 

大
師
は
 

 
 

の
 金
光
 

め
 が
 

 
 

の
 金
光
 

 
 

 
 

の
神
 こ
 

 
 

西
漢
 

 
 

て
 自
ら
 

 
 

閤
陰
 

 
 

れ
た
も
 

 
 

益
 こ
れ
 

あ
り
と
申
さ
れ
ま
じ
い
て
候
 
｜
略
｜
 

 
 

氏
は
修
 

 
 

代
 ・
過
渡
 

 
 

・
祖
述
時
の
 

 
 

 
 

に
 久
保
田
 

ひ
 

 
 

塑
具
号
 自
尊
Ⅳ
 

 
 

分
の
年
次
、
 
2
 

三
宅
守
宮
 

明
恵
教
学
の
時
代
区
分
に
つ
い
て
 

 
 

か
れ
て
い
 

る
 。
日
天
ム
ロ
論
議
」
の
中
の
「
陰
陽
不
測
の
こ
と
」
に
 

 
 

同
文
上
 

 
 

御
之
終
 

 
 

義
 -
 
昔
 

 
 

-
 
深
 

 
 

三
観
 一
 

や
一
心
三
観
 
王
 畠
山
 法
保
 隆
 示
韮
口
 政
 -
 ｜
略
｜
 

 
 

山
王
は
 、
 

「
一
む
三
観
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
と
考
え
る
。
 

 
 

と
 舌
口
 
わ
 

 
 

、
不
明
な
 

 
 

論
議
 口
は
 

 
 

駿
府
 記
 」
  

 

と
 考
え
る
。
 

 
 

陰
陽
の
 

 
 

在
 が
そ
の
 

 
 

三
観
」
の
 

 
 

え
 、
す
で
 

 
 

正
 が
一
歩
 

進
め
た
思
想
が
山
王
一
実
神
道
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
 

1
 
 「
慈
眼
大
師
全
集
 
ヒ
 七
八
三
八
頁
。
 

2
 
 「
慈
眼
大
師
全
集
目
下
七
三
 
セ
頁
 。
 

3
 
 「
慈
眼
大
師
全
集
 
ヒ
 不
一
一
五
頁
。
 

4
 
 「
慈
眼
大
師
全
集
」
 
下
セ
一
 三
頁
。
 

 
 

｜
 一
八
 

八
頁
。
 



 
 

@
O
 

 
 

・
「
同
功
 

 
 

 
 

礼
拝
信
仰
を
説
明
し
た
 

 
 

 
 

ケ
サ
セ
 給
へ
」
と
い
う
 
口
 

 
 

 
 

れ
は
浄
土
宗
に
影
響
さ
れ
 

 
 

 
 

て
い
る
。
こ
れ
を
島
地
底
 

 
 

 
 

る
が
、
石
井
，
久
保
田
面
 

 
 

 
 

成
 へ
移
行
す
る
為
の
過
渡
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

て
 二
三
歳
 て
 区
切
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
第
二
期
は
弟
子
に
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
 0
 歳
 、
 

 
 

 
 

箆
ロ
 の
 著
作
以
後
、
示
寂
ま
で
光
明
真
言
に
傾
斜
し
て
い
る
 

代
 と
し
て
い
る
が
、
教
学
 

蔵
人
 仏
ら
 一
八
 
0
 歳
 よ
よ
で
と
 
L
 
し
、
 

重
 時
代
と
し
て
い
る
が
、
 

あ
る
。
従
っ
て
こ
の
名
称
 

な
の
で
こ
の
区
分
は
適
当
 

る
 。
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

に
は
仏
光
 

 
 

 
 

ま
り
四
二
歳
か
ら
四
十
歳
 

 
 

 
 

四
期
は
李
 通
 玄
の
所
説
を
 

 
 

 
 

入
 解
脱
 門
 蓑
ロ
・
「
華
厳
 
仏
 

 
 

 
 

て
 五
二
歳
日
光
明
真
言
動
 

っ
た
 。
よ
っ
 

 
 

。
と
す
れ
 

 
 

二
三
歳
 

 
 

 
 

ら
 建
保
元
年
四
一
歳
ま
で
 

 
 

 
 

四
二
歳
か
ら
承
久
元
年
四
 

 
 

 
 

二
年
四
八
歳
か
ら
示
寂
の
 

 
 

 
 

に
こ
れ
を
前
後
二
期
に
分
 

(430) 218 



加
藤
章
一
 

 
 

、
竜
樹
 

 
 

い
 る
が
、
 

 
 

具
 
・
仁
海
 

 
 

さ
れ
た
 

 
 

山
脈
の
 法
 

 
 

の
 異
名
、
 

 
 

は
 本
誓
を
 

 
 

誓
を
示
す
 

 
 

最
勝
 意
印
 

 
 

護
摩
 法
 

 
 

表
白
 集
 

 
 

い
る
が
、
 

 
 

 
 

齢
草
 疏 中
の
得
度
 法
 と
し
て
ほ
左
の
二
部
が
あ
る
。
 

 
 

撰
 

一
巻
 成
覚
撰
 

 
 

、
長
髪
、
 

 
 

ね
る
こ
と
 

 
 

の
 仏
法
を
 

卑
く
 驚
か
す
こ
と
勿
れ
と
云
い
、
 

宗
祖
に
擬
せ
ん
と
思
は
ば
生
姜
の
ま
ま
に
す
べ
し
、
 

派
祖
に
 擬
せ
ん
と
思
は
ば
剃
髪
す
べ
し
、
 

峰
 中
の
先
哲
に
擬
せ
ん
と
思
は
ば
 
摘
切
 す
べ
し
。
 

匿
 髪
の
有
無
は
汝
が
意
に
 
僅
す
 。
如
何
、
 

 
 

か
を
選
ぶ
 

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
 

 
 

戒
 む
授
 

げ
た
あ
と
で
 

 
 

積
ん
で
 

 
 

く
 。
改
心
 

 
 

、
不
邪
婬
 

 
 

授
け
て
 

 
 

り
 。
 然
 

 
 

い
、
若
し
 

 
 

写
本
で
 

 
 

仁
 元
年
五
 

 
 

と
を
提
案
あ
る
が
、
そ
の
順
序
は
 

 
 

授
与
太
 

す
る
。
 

 
 

才
手
 

 
 

題
は
 つ
い
 

窯
印
法
流
に
つ
い
て
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目
 を
あ
げ
 

て
い
る
。
 

 
 

し
て
 犯
 

 
 

に
 荷
も
王
 

 
 

。
若
し
 此
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

る
 点
を
 

 
 

得
度
 式
に
 

 
 

不
妄
語
 

 
 

る
べ
き
こ
 

 
 

問
題
は
自
 

 
 

共
に
犯
し
 

 
 

食
肉
 成
 す
 

 
 

生
活
の
 
一
 

 
 

え
る
。
 修
 

 
 

の
 何
れ
か
 

 
 

派
の
所
属
 

 
 

来
ず
、
結
 

 
 

こ
と
を
み
 

 
 

止
 め
よ
う
 

 
 

る
の
で
あ
 

る
 。
 

(432) 220 

 
 

慰
 し
 

 
 

し
た
代
表
 

的
 遺
文
で
あ
る
。
 

 
 

ノ
人
 

 
 

0
 四
 
（
 
数
 

 
 

回
に
及
ぶ
。
 

 
 

ヒ
 所
収
 

 
 

Ⅱ
 
か
ヱ
 
曲
 
E
 い
目
斤
 

 
 

々
の
訳
語
 

 
 

係
か
ら
 考
 

 
 

当
日
配
布
 

 
 

こ
と
が
 知
 

 
 

ッ
ク
 に
 

 
 

 
 

 
 

性
格
が
 

な
い
と
は
断
定
し
得
な
い
。
 

 
 

え
る
 所
 

 
 

形
で
終
止
 

 
 

い
て
云
え
 

岡
田
栄
 照
 

に
つ
い
て
 

「
開
目
抄
 ヒ
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二
百
六
十
 

 
 

な
ど
の
 四
 

十
数
例
を
含
め
て
）
 

 
 

等
 

 
 

助
動
詞
で
 

あ
る
。
 

 
 

だ
 け
 

 
 

、
三
四
三
、
 

 
 

三
八
 セ
、
 

三
七
八
、
四
一
一
、
に
十
二
例
が
み
と
め
ら
れ
る
。
 

 
 

る
の
に
 

 
 

太
十
一
行
 

の
 短
文
で
あ
る
が
三
十
例
の
「
 
候
 」
が
み
ら
れ
る
。
 

 
 

相
違
 す
 

 
 

 
 

し
 ぎ
を
 得
 

て
一
向
に
す
べ
か
ら
ず
」
 
四
 0
 八
 

 
 

ロ
 0
 
 
年
）
Ⅰ
の
 

 
 

甘
 Ⅹ
の
 0
 ）
 
け
 

ヱ
 。
 コ
の
毛
 E
 Ⅱ
ま
の
 臣
 Ⅱ
 
り
目
 
Ⅰ
の
・
 

，
 （
 
せ
 ・
 
め
 。
 目
 
）
 

「
章
宏
 云
 、
取
捨
待
宵
不
可
一
向
」
 
四
 0
 九
 

 
 

の
隼
の
目
Ⅹ
 

律
汀
已
ふ
 ま
ま
 打
 一
ご
 拮
 （
 ぎ
 遷
の
臥
巨
の
音
 

 
 

 
 

 
 

 
 

と
い
う
 

 
 

も
 、
独
繭
 

 
 

前
 づ
り
に
こ
そ
候
へ
。
…
」
三
五
 
0
 

本
門
と
述
 門
 

芹
沢
 
寛
哉
 

 
 

日
蓮
宗
③
 

 
 

 
 

ぬ
 0
 
通
り
（
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

 
 

体
系
的
 

2
 

 
 

に
 
る
べ
く
も
な
き
 爾
 前
づ
り
な
り
。
…
」
三
四
八
 

 
 

 
 

成
は
又
 

る
べ
し
」
三
四
四
 

 
 

ロ
 
"
 
仁
コ
 
の
 

0
 仁
住
 e
 ロ
 
・
 
p
 仁
 （
Ⅰ
の
の
 

宙
 
リ
コ
 
由
 曲
目
付
 

i
r
 

の
 缶
 ・
 
0
 づ
下
 
0
 ユ
ロ
 ロ
 岸
の
・
 

こ
 （
 づ
 ・
 N
O
 
ト
 ）
 

「
適
時
 而
己
 」
 四
 0
 九
 

：
目
す
 /
 田
の
，
 
u
 住
が
Ⅰ
 
旺
 
0
 Ⅰ
 り
 ロ
ロ
）
 
0
 コ
ト
 
0
 コ
 （
・
・
・
（
㌧
・
㏄
。
㏄
）
 

「
適
時
 而
己
 」
四
一
一
 

 
 

 
 

数
例
を
 

あ
げ
る
こ
と
に
す
る
。
 

 
 

 
 

の
 老
な
 



 
 

 
 

ら
で
も
、
そ
れ
を
窮
極
ま
 

 
 

 
 

る
わ
け
で
あ
る
。
 

た
方
法
的
概
念
の
一
 
つ
が
 本
門
と
 迩
門
 で
あ
る
。
 

 
 

チ
ノ
ス
 

 
 

門
 と
し
  

 

あ
り
、
 汎
 

た
 

 
 

関
係
は
単
 

 
 

 
 

で
あ
り
、
更
に
相
即
論
 

 
 

 
 

び
 救
済
、
修
行
等
も
こ
の
 

  

 
 

教
 だ
と
い
 

 
 

と
で
あ
っ
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
と
い
え
よ
 
う
 。
 

 
 

、
 迩
門
は
 

 
 

あ
っ
た
。
 

 
 

相
違
 

 
 

い
て
、
 前
 

 
 

十
四
品
は
は
水
火
天
地
の
違
旨
 也 」
（
 治
病
抄
 ）
 

 
 

だ
と
し
た
。
  

 

教
 的
実
 

 
 

 
 

る
 。
即
ち
天
台
の
立
場
を
 

 
 

 
 

は
 、
歴
史
的
現
在
の
時
に
 

な
り
と
難
も
不
思
議
一
な
り
、
と
結
し
て
い
る
。
 

 
 

自
己
の
自
 

 
 

 
 

る
 。
も
っ
と
も
日
蓮
の
 

 
 

 
 

あ
り
、
し
か
も
体
系
的
に
 

 
 

 
 

て
 矛
盾
し
た
表
現
も
あ
る
 

 
 

 
 

ぬ
一
致
、
或
い
は
大
跡
 
勝
 

 
 

 
 

神
秘
主
義
的
悟
り
の
宗
教
 

 
 

 
 

示
教
の
性
格
を
お
び
た
も
 

 
 

 
 

た
の
が
日
経
（
 
一
 三
八
五
 

 
 

ら
 本
来
同
１
一
里
八
四
）
で
あ
っ
た
。
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第六部会 

日
蓮
の
「
 思
 」
思
想
に
つ
い
て
 

中
機
 
教
篤
 

 
 

た
日
 

 
 

、
初
期
の
 

 
 

思
 と
は
。
 

 
 

ば
 、
衆
生
 

 
 

難
を
為
さ
 

 
 

母
の
思
。
 

 
 

心
 
律
儀
、
 

 
 

を
 成
就
 す
 。
 

 
 

せ
り
。
 三
 

 
 

ま
し
 ひ
 ）
 

 
 

信
じ
、
今
 

 
 

少
分
の
怨
 

 
 

」
と
述
べ
 

 
 

観
経
 ヒ
 

 
 

ギ
リ
シ
 

 
 

ほ
 早
計
で
 

 
 

例
 と
共
に
 、
 

 
 

ど
ま
ら
ず
 

宗
教
全
体
の
問
題
で
あ
る
。
 

223 (435) 

日 「 え かいで 過 
られわあ 去 

生 こ つ誓にら 

「 恩 、 に切の し 父 

  



日
蓮
の
教
 説
 に
お
け
る
個
の
病
と
時
代
の
病
 

渡
辺
 
宝
陽
 

 
 

い
て
も
 

 
 

ら
な
い
。
 

 
 

る
 「
君
に
 

忠
 」
な
る
倫
理
観
と
の
 
値
的
 相
違
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

ら
 ）
 と
 

 
 

と
す
」
 な
 

 
 

思
 」
に
つ
 

 
 

仏
 の
貴
 き
 

 
 

の
 恩
を
報
 

 
 

て
 住
す
。
 

 
 

ら
ず
。
 仏
 

 
 

千
年
過
ぎ
 

 
 

ち
 正
法
を
 

 
 

れ
て
い
る
 

 
 

義
の
特
長
 

 
 

が
あ
た
か
 

 
 

一
人
に
田
 

 
 

の
点
は
余
 

り
に
も
明
白
で
あ
る
。
 

 
 

を
は
じ
 

 
 

 
  

 

 
 

ハ
ム
Ⅰ
。
 

申
ん
 
ー
Ⅴ
 

 
 

し
ば
見
の
 

 
 

 
 

ろ
が
あ
る
。
 
ひ
 

 
 

全
編
日
日
 

 
 

が
、
 更
に
 

 
 

ど
の
よ
 う
 

 
 

嬰
 が
あ
る
 

で
あ
ろ
う
。
 

 
 

覚
悟
、
 

 
 

と
で
と
ら
 

 
 

条
 兵
衛
 セ
 

 
 

女
へ
の
 教
 

 
 

閲
読
し
て
 

 
 

よ
 
千
 
ん
、
レ
 

）
 0
 

 
 

し
 一
一
 

 
 

い
る
。
 何
 

 
 

し
 、
法
華
 

 
 

こ
に
、
 人
 

 
 

混
乱
の
な
 

 
 

直
視
す
る
 

 
 

た
め
に
 仏
 

 
 

お
ら
れ
る
 

 
 

る
 凡
夫
は
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い
る
の
だ
 

 
 

在
世
の
五
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

に
 対
し
て
 

 
 

い
る
こ
と
 

が
 明
ら
か
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

家
請
 

 
 

認
識
と
い
 

 
 

間
 の
 境
位
 

 
 

と
が
で
 き
 

 
 

り
 、
正
法
 

 
 

な
り
、
 そ
 

 
 

の
 法
華
経
 

 
 

 
 

若
人
看
病
 

の
 救
済
が
 

 
 

の
 意
義
」
 

｜
 宮
崎
・
茂
田
井
編
「
日
蓮
聖
人
研
究
 
 
所
収
Ⅱ
参
照
）
 

 
 

」
の
よ
 

 
 

と
い
う
 凡
 

 
 

と
い
う
 大
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

た
 大
量
 

 
 

文
を
見
る
 

 
 

釆
 寿
量
品
  
 

母
 左
心
 非
 

 
 

げ
ら
れ
 

 
 

三
幅
中
に
 

 
 

と
 思
わ
れ
 

 
 

機
 と
い
う
 

 
 

の
た
め
の
 

 
 

茶
羅
と
法
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義学れの 

    
八   

  
を松 

、心に 甲 ｜ 作品の意義 

  
件数 先わ品 たれのの 宵 たの 崎 なで 
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第七部会 

佳孝 示 良 知 仏 の 竜乾の、   （ え 唆の論 ら教三と 坤道、 

    
  

前枚づ 「 著藤博 近 目（   

ゆト 

  

説   

本 門 る た仏、 こ の に に・ 清     
数 の 日 出 大 門 とを庶 もに仏の き 

 
 

部
落
の
葬
 

打
 

 
 

 
 

夜
 和
讃
、
 

 
 

た
 。
更
に
の
 

 
 

 
 

い
る
。
彼
は
 

  

しで共を ろ 往来院 現 南山の ら る 師 
っ 接に接 に職は（花蜂苗手 合地信 南 
っ待 納得 悪 や定案目地 地院 造成 仰 
お しめ し病 付 か 雲戸区帯と 関札 と 

摩 
村   アブ し 

お 

げ 

  る 

女は村は と し 昔浅 。 、 摩 上宿 把師 大 
大持入木い 、 こ 間部 栗村に仰握信 師 

  

中 を二（ 来師 恵あ 勝思県 れきがら 
信仰 

の 

喝 昂 

だ 糞土色 架勘 凍る。 嬰穏駐ま恭暑 宏 臣 題 
" で " 場     

  
  



 
 

・
施
餓
鬼
 

 
 

の
 一
・
二
 

 
 

中
の
家
を
 

 
 

る
 。
当
屋
 

 
 

き
 笈
 摺
を
 

 
 

は
 家
族
の
 

 
 

宴
 が
張
ら
 

 
 

族
か
ら
 毎
 

 
 

か
ら
集
め
 

 
 

え
し
全
員
 

 
 

る
 。
勤
行
 

 
 

戒
 、
三
昧
 

 
 

和
讃
（
 十
 

 
 

和
讃
等
）
 

 
 

昨
年
発
表
 

 
 

し
 、
鹿
島
 

 
 

ぬ
 域
の
限
 

 
 

族
 と
い
よ
 

 
 

み
て
も
 消
 

 
 

み
 つ
っ
 あ
 

 
 

%
 減
環
境
、
 

 
 

。
例
え
ば
 

 
 

れ
に
伴
 う
 

 
 

の
 移
行
が
 

出
 

熊
を
殺
し
て
行
わ
れ
る
狩
猟
民
の
共
同
体
的
儀
礼
で
 

ヌ
 の
間
に
行
わ
れ
て
来
た
、
イ
オ
マ
ン
テ
、
（
熊
送
り
）
 

ま
た
東
北
地
方
 に
 僅
か
に
残
存
す
る
 
マ
タ
 ギ
間
で
行
わ
 

的
に
は
 
ュ
，
 ラ
シ
ア
大
陸
北
部
一
帯
に
 
汎
 り
ま
た
 北
ア
 

ら
れ
る
が
、
殊
に
ア
イ
ヌ
、
ギ
リ
ヤ
ー
ク
、
オ
ロ
チ
 

、
 

民
族
に
は
 仔
 熊
を
養
育
し
後
で
熊
送
り
を
行
 う
 慣
習
を
   

栄
二
 

国
で
は
ア
イ
 

こ
れ
で
あ
る
。
 

-
 
。
然
し
世
界
 

力
 大
陸
に
見
 

チ
ヤ
等
の
諸
 

て
い
る
。
 
そ
 

ア
イ
ヌ
の
熊
送
り
（
Ⅰ
㎏
。
 
ま
 Ⅰ
ぉ
鮭
）
 

 
 

生
活
の
変
 
8
 

 
 

く
な
り
 負
 
2
 

 
 

 
 

 
 

師
講
を
継
 

 
 

も
 指
摘
し
 

 
 

張
 し
た
 応
 

 
 

ね
 。
し
か
 

 
 

ま
 等
の
執
 

 
 

大
師
信
仰
 

 
 

側
の
積
極
 

 
 

の
よ
う
に
 

 
 

目
し
た
い
。
 



 
 

観
は
古
く
 

 
 

ケ
ッ
ト
 

 
 

 
 

が
 見
受
げ
ら
れ
、
ア
イ
ヌ
 

 
 

 
 

。
例
え
ば
 

㈲
松
宮
親
田
 著
 
（
一
セ
八
八
）
…
「
…
…
十
月
に
成
 候
 

 
 

疑
問
で
あ
 

る
 。
 

て
 大
木
二
本
に
首
を
は
さ
み
、
首
に
 
シ
 ト
キ
を
か
け
 

 
 

 
 

喰
 申
し
 候
 」
。
と
あ
り
 

 
 

o
 氏
神
 

 
 

イ
ヌ
 を
 始
 

 
 

 
 

 
 

て
 先
祖
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

た
と
云
え
を
祭
る
こ
と
あ
り
」
と
し
 

 
 

一
月
の
 

 
 

。
）
こ
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

り
を
最
も
尊
重
す
る
所
に
狩
猟
 

に
あ
ら
ざ
る
な
り
、
 げ
だ
 

 
 

 
 

ぅ
 」
そ
の
他
「
東
蝦
夷
 夜
 

 
 

 
 

次
郎
）
等
々
に
も
イ
オ
 
マ
 

 
 

 
 

も
の
は
皆
無
の
状
態
で
あ
 

 
 

殊
に
 
ア
イ
っ
 た
と
云
え
な
い
事
も
な
い
。
 

 
 

明
し
た
 

 
 

聖
な
る
 死
 

 
 

 
 

 
 

博
士
は
「
 ｜
 山
の
神
も
 

 
 

 
 

毛
皮
や
熊
の
肉
は
 

ァ
 

 
 

 
 

産
 な
の
で
あ
る
。
」
 

 
 

 
 

れ
て
、
人
間
は
客
人
か
 

 
 

 
 

す
 」
そ
れ
が
「
イ
 
コ
 マ
ン
テ
」
 

 
 

 
 

の
熊
の
頭
骨
を
 ヌ
サ
 サ
ン
に
 掛
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こ 激教 一に仏政 い 豹治 
れな V 夜ょ教 何彼親政 幕 
ら 行の明 っ V レ害模府 
の 勘文げてのべをを ょ 

末 
莱艮は 

こに とで者 持れ は具持でうつ " 支ル こもり " 学 
と 

をた 其 の戻 に っ的 " 侍者はむ " いっ て明 " 治 廃 

体でっ 的あ てが行なし。 ぎ なす ざた 八三 廃年 
仏 

穀釈 

  

て 動に彼いの 祖げ展 だ 手 
考の八等 5 大 元れ聞 さ 

    
す伺 いに 勿慶 しは手は 

  

儀 主 日 日 日 日 わ熊の 
礼 と 目 口 目 目 れ禁 特   

ね 、 し り 祭 一か 
月が   

獣 の 饗三 
? わ   

類最 
に終 一れ （。 月 る 

対 日 新 （ 
  
  暦フ ） レ 

も に   
    かザ 
れ げ l 
v こ て Ⅰ 
準 二会 
  日枝 
  
骨 2 匹 億 ヒ 
を 
中 
，む   
に た再 

(442)  230 

釈そ的 V の背高 

  
な な 闇岐 
お っ斎に   
すま 洩 る 
こ た見慶 
と 、 納応 
にこ 斎四 
た の の 年   
こ れ背嚢 的に起 っ 

ら景 打た 
二 は ち 八 
つ 、 さ 隠 
ののれ 岐 
歴 ち た 騒 
史 の 八動   
実仏 V 居、 
が 致が 想 
    

論 だ具 をも等れ 指しがもそ のむ 合きぅ そ学こはレ過 でに、 べに 周て し 木の る 

げ体 す く ぃ村 れ体は と あ 登そル ょ 知 お 題が 

  
す へ る も者八者 こ 国そ 、 す層 安政 目 あ 

                とし いくに 層郷 学ら村 えに 学れ当 ・ ら時 べにが くはお以 欺 のる 八 。 

  

紙 をすれ 時 げ 忠道 体 に感 き 本 と 

  

  

  



 
 

 
 

方
の
事
 

 
 

思
想
的
背
 

 
 

 
 

こ
に
残
っ
た
も
の
は
、
 事
 

 
 

 
 

は
り
八
世
の
中
 V
 は
変
ら
 

 
 

八
人
の
農
な
い
と
い
う
感
覚
だ
け
で
あ
っ
た
ろ
 う
 。
 

 
 

の
男
子
人
 

 
 

あ
る
。
 ま
 

橘
家
神
道
と
民
間
信
仰
 

 
 

は
な
 く
、
 

 
 

っ
て
こ
そ
、
 

 
 

木
場
明
恵
 

 
 

 
 

 
 

ね
 ち
、
 

 
 

た
 部
分
 

 
 

 
 

と
 考
え
ら
れ
る
。
儀
礼
を
 

 
 

 
 

き
た
の
で
あ
り
、
殊
に
 
民
 

も
一
応
舌
口
 
反
 し
た
。
）
 

 
 

せ
ね
ば
な
 

 
 

よ
う
な
ら
な
い
。
 

 
 

官
 橘
家
 

 
 

あ
 二
基
盤
）
 

 
 

 
 

が
 世
に
称
え
ら
れ
る
よ
 
う
 

 
 

 
 

期
 に
お
い
て
玉
木
正
英
な
 

 
 

 
 

梅
宮
で
 橘
家
伝
来
の
神
 軍
 

 
 

 
 

神
道
行
事
法
等
を
学
ん
だ
 

 
 

 
 

時
流
行
し
は
じ
め
た
垂
加
 

 
 

 
 

通
へ
と
伝
え
ら
れ
た
垂
加
 

 
 

 
 

典
ヒ
に
ょ
 れ
ば
、
玉
木
は
垂
加
 

 
 

 
 

の
な
か
っ
た
を
遺
憾
と
し
て
そ
 

 
 

と
い
う
と
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。
鳴
弦
・
 幕
目
 に
よ
る
 狐
 

 
 

 
 

山
崎
 良
 が
現
行
し
て
お
り
、
 

 
 

 
 

墓
目
 が
病
人
 祈
禧
 と
い
 

 
 

 
 

こ
と
が
推
さ
れ
る
。
こ
の
 

 
 

れ
る
と
こ
 

ぅ
 と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
 

 
 

 
 

の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
 

 
 

 
 

い
 る
が
、
 暮
目
 の
 法
と
ぃ
 

 
 

 
 

 
 

特
徴
づ
け
る
行
事
修
法
で
 

 
 

し
た
こ
と
あ
っ
た
よ
 う で
あ
る
（
「
安
斉
随
筆
」
）
。
 

 
 

弦
 ・
 暮
目
 

 
 

と
し
た
 

 
 

 
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
 

 
 

 
 

経
済
的
理
由
も
含
め
て
 
世
 

 
 

 
 

神
道
は
発
展
期
を
送
っ
た
 

 
 

一
般
社
と
言
い
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
橘
家
神
道
 は 橘
諸
兄
創
唱
で
は
無
論
 

 
 

 
 

梅
 宮
か
ら
玉
木
が
相
伝
し
 
、
 

 
 

 
 

が
 、
民
間
年
中
行
事
の
儀
 

 
 

 
 

と
合
致
す
る
要
素
を
多
く
 

暮
目
 が
行
わ
れ
て
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

禧
 宗
教
 

 
 

訪
 に
よ
っ
 

ミ
ワ
 
・
ヤ
マ
ト
の
信
仰
的
構
造
 

 
 

、
鳴
弦
 

 
 

と
 思
わ
れ
 

平
野
孝
 国
 

 
 

大
豊
町
 西
 

 
 

蔵
 
「
橘
家
 

 
 

に
 ち
 、
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で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
 

 
 

て
 顕
著
な
性
は
 、
 何
も
残
ら
ぬ
こ
と
に
な
ろ
 
う
 。
 

 
 

致
す
る
 

信
仰
的
構
造
を
窺
 う
 こ
と
が
で
き
る
。
 

 
 

 
 

東
部
か
ら
備
前
・
備
中
 

 
 

 
 

関
東
一
円
に
伝
播
し
た
。
 

 
 

 
 

そ
 と
の
相
関
関
係
は
明
瞭
 

 
 

 
 

、
前
者
の
分
布
留
に
散
在
 

 
 

神
 で
さ
え
す
る
。
 

 
 

化
 過
程
 

あ
っ
た
。
 

 
 

神
と
し
て
、
 

 
 

片
ノ
二
 

 
 

 
 

に
 地
祇
と
し
て
つ
な
が
っ
 

 
 

 
 

力
モ
 氏
は
、
大
国
主
信
仰
 
 
 

 
 

に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
 

 
 

 
 

代
 に
は
、
全
く
意
味
を
失
 

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

 
 

 
 

の
後
 と
 

 
 

は
 同
一
 

 
 

 
 

、
山
城
に
は
一
例
も
見
え
 

 
 

 
 

吾
一
例
を
見
る
に
過
ぎ
ず
、
 

 
 

凌
大
国
 

 
 

の
神
は
 、
 

 
 

 
 

考
え
合
せ
る
と
、
中
央
 政
 

 
 

仰
を
以
て
 、
 

を
 通
っ
て
関
東
一
円
に
拡
が
り
陸
奥
に
至
る
。
 

 
 

 
 

力
 を
張
っ
て
い
た
と
 考
 

 
 

定
着
を
計
 

え
 直
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
 

 
 

考
え
 も
 

 
 

一
対
の
名
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月
 

年
 

 
 ㈹

久
安
六
年
十
二
月
 

㈲
嘉
禎
三
年
 

セ
月
 

㈹
文
永
二
年
六
月
 

 
 

セ
郎
 男
手
神
戸
出
納
末
弘
持
弓
箭
、
 
又
 

不
知
之
下
人
二
人
今
時
 
死
鹿
 犯
行
 

 
 

2
 曲
 仰
送
 返
事
不
当
、
集
会
大
衆
一
同
 

正
預
能
 基
之
音
楽
事
由
異
儀
、
 

 
 

神
人
 春
 国
依
正
 預
旅
根
 無
沙
汰
 

  
ら衆 
れ勘 
たに 
考拠 

せ   

衆 

勘 

  

理 

由 

館
丼
 倒
伏
 倉
 ・
所
 

従
住
宅
等
十
一
宇
 

被
 焼
失
 

小
友
縁
合
破
却
 

住
宅
ハ
不
 及
 破
却
   

 
 

@
 
、
一
一
一
一
口
 

Ⅴ
 う
 

清
田
義
 英
 

 
 

食
分
裂
し
 

 
 

か
ら
し
め
 

 
 

屈
服
し
な
 

 
 

ば
 土
地
神
 

 
 

ノ
を
 司
る
 

 
 

勢
力
が
三
 

 
 

張
 す
る
、
 

 
 

に
 割
込
み
 

 
 

ト
よ
 
ス
 ㌧
残
本
 

祀
 

の
 根
本
的
意
義
を
再
発
見
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

衆
 

勘
考
 

 
 

い
て
正
面
 

4
 

 
 

た
だ
二
次
 

為
 

 
 

水
島
福
人
 

の
 

 
 

 
 

て
 「
 興
福
ひ
 

 
 

あ
る
。
 藤
 

 
 

い
る
。
 そ
 

 
 

を
 抜
 き
出
 

 
 

「
 衆
勘
 」
 

 
 

し
て
「
 衆
 

 
 

5
 場
合
は
 

 
 

春
日
 社
で
 

神
人
以
下
を
勘
当
す
る
こ
と
で
あ
る
。
）
 



第七部会 

して てき不謹」れ ハ 「押さ 安 車 （者でこ 縁 にあ れ 00   弘 ㈲ 弘 

安上 安上   八年 

  
年 

さま れた 4 不 ぅの敷 程で地 よもて「は ぅ ） 解衆す 十     九 
月 月 

神 神 
主 主 
泰 経 
長 世 

  
大ス 彼 之 可 
経シ 取集 差   衆テ 左下 進 

なは 、 与 都議て l こ 諸処 

  
中座二神命 
へ沙 校主日   

  之さ ヲ進   
科文 罪 ， 

小 邦 英 
友 之 徒 
住 了寄 
宅 天 
破 住 
去 『 宅   破 
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㈲
文
永
十
二
年
三
月
 

㈲
建
治
二
年
 

㈲
建
治
四
年
三
月
 

㈲
弘
安
三
年
四
月
 

㈲
文
永
十
年
十
二
月
 

神
人
成
人
 

・
天
延
 氏
 

大
秦
 氏
 

神
主
泰
道
 

正
預
祐
継
 

正
預
祐
継
 

正
預
祐
貫
 

自
社
家
、
博
英
 間
 二
家
来
命
、
 已
 落
書
 ヲ
令
進
 衆
中
 故
 

社
頭
用
途
事
故
 

子
息
二
男
 祐
員
 四
一
半
打
 事
 

 
 

有
 御
 寺
 立
処
、
 不 
存 
知 
之 

神
人
 

職
 

縁
合
 

正
預
 

縁
合
 

小
友
 二

人
 ハ
被
解
 

破
却
 

職
ヲ
 辞
退
 

小
友
破
却
 

縁
合
破
却
 



 
 

く
に
 愛
 

 
 

ず
る
五
種
 

 
 

ず
る
九
想
 

観
 が
あ
る
。
 

 
 

聞
 さ
れ
 

 
 

 
 

ぼ
 文
ヒ
 

 
 

れ
る
本
書
 

 
 

一
 ・
下
の
 

 
 

の
 一
例
 は
 

 
 

ヒ
 に
も
 一
 

 
 

そ
し
て
こ
 

 
 

は
ま
っ
た
 

く
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 

 
 

上
上
間
）
 

 
 

刻
 か
っ
 凄
 

 
 

、
不
浄
観
 

他
見
濁
 隆
 

中
世
の
不
浄
観
に
つ
い
て
 

 
 

考
え
ら
れ
 

る
 。
 猶
 、
詳
細
は
後
日
を
期
し
て
い
る
。
 

て 不 とす 清無 の さ シノ しか浅手多 しが す 土 居 が 

の の べ ま 

は （     くタ ハト て二   

室る 探す か 向 こ   
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会
 

部
 

セ
 

第
 

 
 

れ
は
、
 単
 

 
 

」
の
よ
 う
 

な
 表
現
性
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
 

 
 

不
浄
 

 
 

超
克
す
る
 

 
 

不
浄
の
 
一
 

 
 

り
 、
感
覚
 

 
 

し
て
い
る
。
 

 
 

を
ョ
コ
 に
 

転
ず
る
こ
と
と
い
う
ち
が
い
が
看
取
で
き
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

お
い
て
 

 
 

を
と
ら
 

 
 

古
来
の
 

 
 

不
浄
観
 

 
 

0
 対
象
は
 

 
 

古
来
、
 

 
 

親
 は
 、
 

 
 

が
 歴
史
 

 
 

 
 

と
い
う
の
が
、
現
在
の
私
の
粗
い
見
と
お
し
で
あ
る
。
 

武
 

菊
池
 

 
 

て
、
真
 

 
 

日
南
真
宗
 

 
 

謂
 真
宗
教
 

 
 

も
 、
中
世
 

 
 

史
料
や
 、
 

 
 

事
は
 、
時
 

 
 

5
 世
の
転
 

 
 

行
っ
た
の
 

 
 

動
 を
続
 け
 

 
 

知
る
事
が
 

 
 

場
 常
滑
 氏
 

 
 

論
集
目
 

第
一
一
一
号
）
。
 

 
 

を
 取
り
 

 
 

 
 

 
 

発
生
し
た
 

 
 

し
 、
も
う
 

 
 

迄
 の
 筆
 

 
 

ら
れ
て
 ぃ
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事
 」
・
「
 
明
 

 
 

た
 実
例
の
 

 
 

浄
 女
寺
 の
 

 
 

上
 、
回
心
 

 
 

片
 的
な
も
 

 
 

る
 此
の
時
 

期
の
研
究
は
全
く
空
白
の
状
態
で
あ
る
。
 

 
 

稀
少
な
 

 
 

し
て
行
か
 

 
 

内
に
 、
邪
 

 
 

と
い
う
 僧
 

 
 

ヒ
天
保
元
 

 
 

の
 鶴
来
 や
 

 
 

年
頃
に
 太
 

 
 

季
中
に
 蒲
 

 
 

箇
山
 関
係
 

 
 

祖
 と
し
て
 

 
 

鶴
来
と
白
 

 
 

る
 浩
之
助
 

 
 

白
山
参
詣
 

 
 

沢
を
中
心
 

 
 

（
前
掲
 藤
 

 
 

ね
 、
現
在
 

 
 

紗
 目
な
 ス
リ
 

（
 
1
 ）
 

 
 

集
 を
村
 

 
 

あ
る
。
 先
 

 
 

願
 生
者
で
 

質
直
心
と
勇
猛
心
 

華
園
聡
麿
 

 
 

識
 が
唱
導
 

8
 

 
 

ほ
と
 越
為
 

 
 

末
寺
の
縁
の
 

 
 

聖
典
を
伝
ひ
 

捜
 し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
 

 
 

こ
れ
だ
 

 
 

然
し
 、
こ
 

 
 

の
 官
権
と
 

 
 

0
 本
堂
下
 

 
 

事
 が
判
る
。
 

 
 

様
な
遊
行
 

 
 

と
い
う
 
一
 

 
 

の
中
に
流
 

 
 

い
 う
 裏
口
 

 
 

神
 生
活
面
 

に
 多
大
な
影
響
を
及
ば
し
て
来
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 



第セ 部会 

昔 の験 
物 納を 

て こ 往 
と - 一 い の 生 

盛 な き 

  

  
 
 

身
や
入
水
 

 
 

す
る
風
潮
 

 
 

生
し
た
 土
 

 
 

た
 。
ま
た
 

 
 

を
 企
て
た
 

 
 

」
を
載
せ
 

 
 

与
 し
た
と
 

 
 

伝
え
ら
れ
 

 
 

獅
 ぎ
の
 行
 

 
 

、
二
十
三
、
）
、
番
士
 

ノ
十
 

 
 

の
 心
理
を
 

物
語
っ
て
い
る
。
 

 
 

が
、
そ
 

 
 

」
（
往
生
）
 

拾
因
 

 
 

と
 統
御
に
 

 
 

終
を
前
に
 

 
 

と
し
た
 説
 

 
 

障
を
恐
れ
 

 
 

身
 、
魔
障
 

 
 

離
ル
 
土
 
）
。
分
れ
Ⅰ
 

 
 

た
 。
一
生
 

 
 

し
か
の
 、
水
 

 
 

と
 客
人
の
 

 
 

最
 晩
年
の
 
239@ (451) 



⑥を③ 普恵登は基 四 修 め 
は 催は通 、 寛一 礎 Ⅱ 正験 蔵 本   修   験 

の 
開王に ③ 泥界 こい⑩種火を 印 儀 

軌 
と   

入ら " 恵 " 仏 射儀 恵 " の 本 
密 

る し ⑥ 印 ⑪ 果照軌印 ㈲来儀 教 

  
  
  

  

    

す課 自為 心 

          題身 ののⅢ・ 潮境 ま 

1 の方信士「 
） と 向仰即往 

  
二でか庶生 信 
一 あ らを夷心 

  
  
    
    

 
 

法
輪
を
転
 
0
 

 
 

て
い
る
。
 
舛
 

 
 

ス
は
金
胎
の
 

 
 

不
動
、
愛
 

ひ
 

 
 

表
白
、
 神
 

 
 

の
も
の
と
 

 
 

尊
 雑
記
等
 

 
 

天
聞
 塔
の
 

 
 

不
動
、
愛
 

 
 

行
 に
よ
っ
 

 
 

野
 鬼
神
、
 

 
 

性
格
を
持
 

 
 

あ
る
が
、
 

 
 

5
 に
密
教
 

 
 

に
 従
っ
て
 

 
 

神
変
人
 菩
 

 
 

第
 が
あ
り
、
 

 
 

る
 。
 

 
 

主
 本
尊
 

 
 

小
野
新
流
 

 
 

約
し
た
も
 

 
 

。
崇
拝
 対
 

象
は
余
 話
法
と
同
様
竜
樹
等
の
六
尊
で
あ
る
。
 

 
 

滅
罪
、
 



 
 

は
 修
験
 独
 

 
 

し
 、
波
恵
 

日
向
の
修
験
・
善
哉
 坊
 に
つ
い
て
 

 
 

成
し
た
 マ
 

 
 

剛
眼
 、
 招
 

浄
 

板
井
 

 
 

に
除
 一
切
 

 
 

の
 作
法
を
 

 
 

研
究
は
 

 
 

 
 

な
い
地
方
の
修
験
道
が
あ
 

 
 

化
す
る
こ
 

 
 

、
深
妙
、
 

 
 

 
 

意
味
で
、
本
稿
は
、
地
方
 

 
 

 
 

九
州
修
験
の
一
端
と
し
て
、
 

 
 

濯
頂
を
簡
 

そ
の
概
要
を
述
べ
て
み
た
い
。
 

 
 

修
験
 寺
 

 
 

十
八
専
 の
 

 
 

 
 

宮
 八
幡
 社
 が
存
在
す
る
だ
 

 
 

 
 

三
国
名
勝
図
会
 口
 に
よ
る
 

る
 修
験
独
自
の
印
言
を
も
と
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

尊
は
神
変
 

 
 

 
 

ラ
 。
こ
の
般
若
 院
 と
は
、
 

 
 

 
 

ヒ
 0
%
 丈
 に
み
え
る
、
 薩
 

 
 

 
 

存
在
を
示
す
最
古
の
記
録
 

 
 

 
 

と
あ
り
、
鎌
倉
初
期
ま
で
 

明
ら
か
に
し
て
い
る
点
、
注
目
に
値
 い
 す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

（
 
穆
 佳
境
、
 

注
 
⑪
日
本
大
蔵
経
修
験
道
章
節
一
の
目
次
の
番
号
 

 
 

し
、
 他
に
 

ム
ム
 

 
 

験
者
と
し
 

部
 

七
 

 
 

。
こ
の
 修
 

第
 

 
 

万
来
、
肥
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伝
承
と
、
 

 
 

蓮
坊
ト
 

 
 

の
 修
験
者
 

 
 

年
の
銘
を
 

 
 

川
内
山
三
 

 
 

、
三
輪
山
 

 
 

」
と
が
 判
 

 
 

み
え
て
お
 

 
 

、
天
正
十
 

 
 

後
の
大
友
 

 
 

と
に
、
 使
 

 
 

る
 。
さ
ら
 

 
 

傍
証
す
る
 

 
 

、
日
向
の
 

 
 

文
 十
一
年
 

 
 

ヨ
 二
国
名
 

勝
因
 ん
 ム
ヒ
に
て
 
今
 え
て
い
 ス
 ㌧
。
 

 
 

墓
が
若
 

 
 

伝
 澄
夫
 先
 

 
 

み
え
る
 三
 

 
 

も
の
で
、
 

 
 

て
 、
こ
の
 

 
 

山
伏
で
あ
 

 
 

互
い
に
 

 
 

期
 に
出
 

 
 

に
 収
録
さ
 

 
 

す
る
修
験
 

準
 

宮
家
 

修
験
道
の
思
想
 

そ
の
資
料
を
中
心
と
し
て
 

 
 

ヒ
 に
は
、
 
 
 

 
 

、
薩
州
 般
舛
 

 
 

 
 

 
 

る
と
、
 現
 

 
 

、
中
尾
山
 

 
 

る
 。
 

 
 

実
態
が
 

 
 

る
 必
要
が
 

 
 

於
け
る
 修
 

 
 

の
と
し
て
 

 
 

動
 が
み
 

 
 

る
 。
従
っ
 

 
 

に
も
関
連
 

し
、
 極
め
て
重
要
な
問
題
を
提
供
し
て
い
る
。
 



第セ 部会  
 

は
ど
の
 ょ
 

 
 

視
点
か
ら
 

 
 

も
っ
と
も
 

の
 ぞ
ま
し
い
か
を
考
え
て
見
る
こ
と
に
し
た
 

 
 

的
な
に
 

 
 

た
 宇
宙
に
 

 
 

教
 的
世
界
 

観
に
関
す
る
思
考
の
体
系
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
た
 

 
 

宗
教
 

 
 

め
る
と
い
 

 
 

謀
書
、
研
 

 
 

供
帳
」
 は
 

 
 

験
修
要
秘
 

 
 

経
 
（
「
 
修
 

験
 常
用
集
」
な
ど
）
 、
 ㈹
護
摩
（
「
 柴
燈
 護
摩
次
第
」
な
ど
）
 、
 ㈹
 峰
中
作
 

 
 

濯
項
式
 」
 

 
 

寺
 で
始
 

 
 

種
 が
あ
る
。
 

 
 

変
人
音
 

 
 

㈹
符
呪
 

 
 

が
で
き
 

る
 0
 

 
 

追
思
想
 

 
 

役
小
角
 伝
 、
 
 
 

頂
に
 属
す
 

 
 

こ
う
し
た
 

 
 

ほ
 つ
い
て
 

 
 

こ
と
に
し
 

こ
、
 

4
 
ハ
 ー
 
し
 0 

 
 

に
 代
表
 

 
 

保
 し
た
も
 

 
 

尊
を
山
中
 

 
 

戊
申
・
 末
 

 
 

峰
中
潅
頂
 

 
 

別
伝
 

 
 

成
し
た
 教
 

 
 

身
求
 菩
提
 

 
 

し
た
も
の
 

で
あ
る
。
 

 
 

や
、
修
 

 
 

か
し
こ
の
 

 
 

よ
り
も
、
 

 
 

期
 以
降
に
 

 
 

者
の
地
域
 

 
 

 
 

 
 

ら
れ
て
 ぃ
 
㎎
 

 
 

る
 。
 



森
 

五
冠
七
口
 

 
 

の
舞
台
 

 
 

像
 の
一
一
つ
 

 
 

的
 ，
体
制
 

 
 

が
 ・
「
 常
 

 
 

で
 大
正
末
 

 
 

両
者
の
歴
 

 
 

は
 「
 妙
好
 

 
 

、
昭
和
初
 

 
 

と
し
て
 

 
 

る
 。
そ
れ
 

 
 

よ
う
 0
 も
 

 
 

も
 、
密
教
 

 
 

い
る
。
 し
 

 
 

に
は
、
 そ
 

 
 

立
っ
て
 、
 

 
 

ろ
 み
ら
れ
 

 
 

両
者
に
ま
 

 
 

す
る
論
理
 

を
 解
明
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
 

常
民
と
妙
好
人
 

 
 

と
で
あ
る
 0
4
 

 
 

」
は
 柳
舛
 

 
 

し
て
萌
芽
の
 

 
 

概
念
に
発
 

ひ
 

 
 

１
 0
%
 月
旦
 
示
 

の
 深
さ
と
日
本
近
代
化
の
激
し
さ
を
考
え
さ
せ
る
。
 

 
 

還
住
 が
 

 
 

外
さ
れ
た
 

 
 

る
 人
間
 

 
 

る
 宗
教
性
 

 
 

の
 近
代
化
 

 
 

ろ
が
、
 本
 

 
 

で
、
古
呆
 
め
不
 

 
 

人
間
像
で
 

 
 

に
よ
っ
て
 

支
え
ら
れ
て
ぎ
た
人
間
像
で
あ
る
。
 

 
 

か
 。
 ま
 

 
 

も
は
や
 現
 

 
 

容
 し
つ
つ
 

 
 

、
つ
ぎ
に
 

 
 

同
時
に
 、
 

 
 

も
ち
 ぅ
る
 。
 

 
 

も
つ
の
か
、
 

 
 

0
 間
 題
は
 



韓
国
安
東
地
区
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
の
形
式
 

佐
藤
信
行
 

 
 

東
方
偏
 

 
 

る
 
「
両
班
 

 
 

氏
の
同
姓
 

 
 

雑
 睦
郎
 

落
 に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
。
 

 
 

い
 己
心
 
窪
小
 

 
 

で
の
祖
先
、
 

 
 

 
 

で
あ
る
。
 

 
 

縁
の
子
孫
 

 
 

具
体
的
に
 

 
 

な
る
た
め
 

 
 

祖
先
た
ち
 

 
 

ト
ラ
・
 祖
 

 
 

、
傍
系
親
 

 
 

は
 依
然
と
 

 
 

ケ
ー
ス
が
 

 
 

か
に
す
る
 

 
 

は
ま
だ
 私
 

に
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
 

 
 

」
の
地
方
 

 
 

に
よ
っ
て
 

祀
ら
れ
る
と
す
る
例
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 

 
 

タ
イ
プ
 

 
 

、
円
錐
形
 

 
 

メ
ソ
ト
化
 

 
 

一
 原
則
で
 

 
 

ン
 内
の
同
 

 
 

の
 距
離
で
 

 
 

と
が
で
き
 

る
 。
こ
れ
が
外
婚
単
位
で
あ
る
こ
と
は
言
 
う
 ま
で
も
な
い
。
 

 
 

婚
姻
後
 

 
 

祀
ら
れ
る
 

と
い
わ
れ
て
ぎ
た
。
 

 
 

官
 、
初
 

 
 

が
 、
 亜
献
 

 
 

。
こ
の
事
 

 
 

、
な
ら
び
 

 
 

い
 。
さ
ら
 

 
 

は
 宗
子
が
 

 
 

官
 に
つ
い
の
 

 
 

 
 

0
 滴
 糸
う
ひ
 

 
 

よ
さ
に
見
仏
 

 
 

 
 

し
て
実
家
 



で
終
献
 と
な
り
祭
祀
の
二
重
性
を
表
わ
し
て
い
る
。
 

 
 

口
旦
 
二
八
一
 

 
 

 
 

ち
、
 急
な
石
段
が
そ
れ
 

 
 

 
 

リ
ー
フ
を
残
し
て
い
る
。
 

 
 

る
 点
で
、
  

 

ぇ
 ら
れ
よ
 

 
 

。
彼
女
自
 

ぅ
 。
 

 
 

へ
の
ア
フ
 

 
 

今
 も
世
 

 
 

ブ
 イ
ン
 

 
 

地
を
巡
拝
 

 
 

に
 全
く
 ネ
  

 

の
 文
字
を
 

ガ
テ
ィ
ブ
で
あ
る
事
実
を
現
出
し
て
い
る
。
 

 
 

所
載
か
ら
 

 
 

カ
 
ツ
、
 

。
 、
 
X
  

 

」
や
「
 秩
 

 
 

 
 

江
戸
期
に
か
け
て
そ
の
 
盛
 

 
 

 
 

幣
 流
通
、
等
の
条
件
が
適
 

 
 

 
 

月
期
は
各
地
に
四
国
霊
場
 

こ
ろ
で
は
疑
問
と
し
て
と
ど
め
て
お
ぎ
た
い
。
 

 
 

れ
た
時
代
 

 
 

を
 一
巡
 す
 

 
 

本
尊
像
を
 

四
国
「
 弥
谷
 」
信
仰
に
つ
い
て
 

 
 

り
 遍
路
」
 

な
ど
ま
で
 ヴ
プ
 リ
 エ
 ー
シ
ョ
ン
も
 広
 

高
橋
 

渉
 

 
 

あ
り
、
 

 
 

㎎
）
 
0
 臣
り
 
）
  

 

場
 」
か
ら
 

 
 

 
 

て
 行
を
積
む
こ
と
と
い
う
。
 

 
 

 
 

請
願
の
成
就
を
期
す
る
 
風
 

 
 

 
 

そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
 

 
 

 
 

込
め
ら
れ
た
。
 弥
谷
 手
に
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れ
濯
頂
 」
な
ど
と
称
し
て
 

 
 

 
 

。
但
し
 、
 
八
お
 水
 ま
つ
り
 V
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

つ
 0
 こ
の
 

 
 

ね
 、
 当
 

 
 

 
 

お
水
 ま
つ
り
 V
 と
称
さ
れ
 

 
 

等
に
 弥
谷
 

せ
ら
れ
た
 寺
 々
に
行
わ
れ
る
例
が
多
い
。
 

 
 

 
 

、
檀
那
寺
の
導
師
を
待
 

 
 

 
 

 
 

が
 、
こ
こ
に
は
 八
 葬
儀
 V
 

 
 

 
 

意
向
を
 ょ
 そ
に
、
葬
儀
に
 

 
 

 
 

0
 差
異
が
示
さ
れ
る
。
 

 
 

ら
れ
る
。
 

 
 

そ
の
ま
 

 
 

 
 

の
 契
機
は
殆
ど
独
立
す
る
 
 
 

 
 

ら
で
あ
る
。
ま
た
 八
 範
囲
 V
 

 
 

依
頼
し
 、
  

 

第
三
は
ほ
 

 
 

 
 

 
 

分
 け
 乍
ら
 、
 

 
 

げ
て
 

 
 

 
 

ン
ト
 と
し
い
る
 0 ）
 

よ
う
。
 

 
 

上
口
 
市
久
ヒ
目
、
 

 
 

参
考
 自
 

 
 

欣
、
 

@
 

 
 

 
 

 
 

に
 水
を
濯
 

 
 

 
 

の
 真
言
宗
寺
院
 

乍
ら
 切
幡
 

 
 

 
 

247 (459) 



 
 

物
知
り
が
 

 
 

が
ど
こ
に
 

 
 

男
性
が
 汲
 

 
 

む
 。
日
は
旧
八
月
に
迎
え
る
新
米
で
あ
る
。
 

二
 、
新
米
 と
 香
炉
 

 
 

（
新
米
 

 
 

 
 

を
 実
習
し
 

 
 

 
 

）
と
水
の
 
も
こ
の
 

井
 

 
 

 
 

め
、
 家
の
 

  

 
 

 
 

を
 汲
み
、
 

 
 

た
れ
る
。
 

 
 

 
 

を
 汲
む
か
 

 
 

」
れ
を
 生
 
。
 @
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
後
述
）
 

  

  

て
 

  

 
 

二
水
の
神
信
仰
の
諸
相
 

  

が
 
豊
富
 

 
 湧

水
や
井
戸
が
多
い
。
 

 
 

 
 

が き 身 り， ちり 女れ 疋物 り りな 参 

  

は 守家 神 
、 y 中 っ内高 
網 て のい 
で く 健神 
はれ廉 と 

一 る を し 

出，     ュるた 
約て 信仰 束ぃ 

ヨ一印 ・Ⅱ ノ ヤ @ し   
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日
 名
古
屋
民
俗
 蜂
 十
二
号
、
昭
和
五
 0
 年
 。
 

君セ 

 
 

て
 」
 

 
 

ン
デ
ィ
 

 
 

が
ら
こ
の
 

 
 

 
 

 
 

系
 ・
 選
 

 
 

広
 し
 、
相
 

 
 

な
い
か
と
 

（
ー
）
 

 
 

、
こ
の
 島
 

 
 

の
 関
連
を
 

聡
 
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
 

新 

  

  
祭祀 

図 1 

。
 
力
 し
 

単
 ）
 

-
 
己
 
市
 
@
 

理
奈
 

原
神
 

方
の
 

目
木
 

 
 

な 
糸 継承         

ナリ神 

単
神
 

 
 

埋
火
 

原
 

方
承
 ）
 

与
 

井戸 神 

( 父方原理・ 選 
系 継承・水の神 
努 寒雨 已 ) 

における 霊的関係 

 
 

の
 池
間
 

 
 

」
の
両
者
 

 
 

と
 考
え
て
 

 
 

の
 池
間
 と
 

 
 

与
那
国
島
 

 
 

部
落
で
あ
 

 
 

い
 5
 具
ム
口
 

 
 

に
 、
適
宜
、
 

 
 

も
 妥
当
な
 

る
 方
法
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

る
か
ら
、
 

 
 

0
 （
 
目
ま
 
セ
 、
 

 
 

ぬ
 ）
と
坪
 

 
 

外
来
信
仰
 

 
 

）
信
仰
 と
 

 
 

る
 時
に
欠
い
 

 
 

は
 上
の
四
い
 

 
 

点
 に
つ
い
て
の
べ
た
い
。
 

 
 

 
 

 
 

信
仰
 と
 
 
 

は
な
く
、
 

 
 

 
 

会
 と
変
り
 

沖
縄
漁
民
の
宗
教
生
活
 

野 

  

武 

徳 



 
 

ぬ
に
 密
着
 

 
 

そ
の
内
容
 

 
 

う
 ち
 、
ノ
 

 
 

世
継
承
 法
 

 
 

し
 、
池
間
 

 
 

 
 

か
し
こ
れ
 

 
 

型
 と
一
致
 

 
 

を
 基
盤
と
 

 
 

糸
満
、
 池
 

 
 

ら
は
ず
れ
 

 
 

た
 所
で
は
 

 
 

よ
る
 窪
 ホ
耐
 

 
 

中
行
事
で
 

 
 

あ
り
、
 あ
 

 
 

漁
民
信
仰
 

 
 

す
る
も
の
 

 
 

信
仰
で
 

 
 

が
な
い
。
 

 
 

通
化
し
た
 

 
 

ぬ
 み
、
 糸
 

 
 

織
の
都
市
 

 
 

嶽
の
崇
拝
 

 
 

は
な
く
、
 

 
 

教
の
信
仰
 

 
 

祖
先
 

 
 

、
セ
 年
日
 

 
 

あ
る
。
 

 
 

方
や
墓
 

沖
縄
本
島
南
部
地
域
に
お
け
る
 

門
中
共
同
墓
の
年
忌
祭
 

比
嘉
政
夫
 

 
 

 
 

 
 

ム
ロ
の
 ノ
 ン
 

こ
ろ
と
な
 

る
 。
 

 
 

 
  

 

る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
よ
 
う
 に
思
わ
れ
る
。
 

 
 

多
い
。
）
 

 
 

 
 

中
 

。
ま
葺
 
、
 

 
 

ん
で
あ
 

 
 

が
 沖
縄
 

 
 

信
 そ
の
他
 

 
 

が
そ
れ
を
 

支
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

式
へ
の
 

 
 

タ
が
 有
し
 

て
い
る
。
 



 
 

で
あ
る
。
 

 
 

」
な
ど
の
 

 
 

が
 
、
年
毎
い
て
は
ま
 

だ
 十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
と
思
 
う
 。
 

 
 

三
上
 
a
 三
 

 
 

む
に
し
て
 

 
 

を
 指
摘
し
 

た
い
と
思
 う
 。
 

 
 

と
し
て
 

 
 

て
み
な
 げ
 

 
 

え
て
 
重
要
 

な
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

 
 

一
年
 

 
 

目
 に
お
こ
 

 
 

。
は
れ
て
 
ぃ
 

 
 

す
る
祝
 い
 

 
 

｜
ジ
 （
 一
 

 
 

ト
ゥ
ヌ
ウ
 

 
 

の
 新
設
後
 

 
 

l
@
 
 

ユ
 ｜
 
l
 

聡
エ
 ー
（
誕
生
祝
）
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

れ
て
い
る
。
 

 
 

を
 運
ぶ
の
 

 
 

村
 小
城
に
 

 
 

こ
と
や
、
 

 
 

養
 の
 法
 

 
 

て
の
性
格
 

 
 

礼
が
、
家
 

 
 

す
る
 新
墓
 

 
 

く
る
た
め
 

げ
ん
 

 
 

拳
に
 似
た
 

は
新
 墓
の
創
設
の
祝
い
を
さ
す
 
場
 ム
ロ
が
多
い
。
 

 
 

二
十
五
 

 
 

む
と
再
び
 

 
 

」
と
が
 煩
 

 
 

る
 。
ま
た
、
 

 
 

の
変
差
は
 

ま
だ
十
分
た
し
か
め
ら
れ
て
い
な
い
。
 

 
 

い
ろ
な
 

 
 

な
る
も
の
 

 
 

び
や
か
に
 

 
 

。
と
こ
ろ
 

 
 

の
ひ
と
つ
 

 
 

な
さ
れ
て
 

な
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全
島
を
 

 
 

い
 う
 宗
教
 

 
 

に
 供
物
を
 

 
 

に
は
打
紙
 

 
 

は
、
天
 

 
 

て
い
る
の
 

 
 

為
を
通
じ
 

 
 

と
み
な
す
 

 
 

的
な
も
の
 

 
 

 
 

そ
れ
の
も
 

 
 

供
物
 V 

 
 

 
 

げ
る
 結
 

忌を行はの こ 

  」 探わ沖古の 

供物 

    

を 
め 
  

る儀 

１し ヰ不 l 
上 
  
解 
釈   

は多 

様 

珪 正   

で墓結 の う 中 

  あ のび 時な墓 

  る 。 「つに 年 きも 巡以 拝 前 

 
 

に
あ
る
 

 
 

 
 

斗
 
8
-
 
の
ズ
き
き
 

き
ぬ
 

@
 
）
Ⅰ
 
逼
わ
 

 
 

為
 、
意
味
の
 

 
 

 
 

ま
で
も
な
 

ひ
 

か
ろ
う
。
 

 
 

望
月
 仏
 

 
 

養
二
曲
の
 訳
 

 
 

あ
る
。
 柳
 

 
 

行
事
に
触
 

 
 

今
日
み
ら
 

 
 

な
っ
た
に
 

 
 

の
を
神
も
 

 
 

伐
 っ
て
 供
 

 
 

 
 

じ
て
い
る
 

 
 

者
の
 う
 

 
 

ク
ラ
フ
 人
 

 
 

じ
も
の
を
 

 
 

者
 と
同
じ
 

 
 

を
 噛
ん
だ
 

 
 

億
ノ
 

@
 。
 

 
 

す
れ
ば
 

 
 

ま
な
問
題
 

 
 

に
 仏
前
に
 

 
 

て
 供
物
の
 



 
 

に
 た
げ
供
 

 
 

の
と
し
て
 

ダ
 l
 ク
 

 
 

報
告
 ｜
地
 

 
 

る
 大
焼
香
 

 
 

す
る
タ
ブ
 

１
が
存
在
す
る
。
 

 
 

の
を
 供
 

 
 

。
し
た
が
 

 
 

な
る
の
で
、
 

 
 

垣
 に
お
い
 

 
 

る
と
い
っ
 

た
 例
な
ど
が
散
見
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
 

 
 

 
 

米
を
 

ナ
 ノ
 

 
 

神
仏
事
を
 

 
 

ソ
 が
あ
っ
 

 
 

と
を
供
物
 

 
 

の
 ス
テ
イ
 

 
 

教
 儀
礼
」
 

 
 

や
 、
供
物
 

 
 

に
か
か
わ
 

 
 

い
る
と
い
 

 
 

セ
 

第
 

平
敷
金
 治
 

 
 

（
一
九
 

 
 

号
 
（
一
九
 

 
 

ュ
ル
 信
仰
 

 
 

成
立
し
た
 

 
 

ま
で
の
 調
 

 
 

ハ
、
し
こ
、
 

ヰ
 
0
 

 
 

像
 と
み
 

 
 

ケ
 の
神
）
 

 
 

を
 聞
く
だ
 

 
 

ぎ
り
と
い
 

 
 

 
 

）
に
す
る
 

 
 

る
 習
俗
は
 

 
 

、
神
経
本
 

 
 

シ
ュ
ル
の
 

 
 

ケ
 所
で
あ
 

 
 

く
 分
布
し
 

 
 

が
 高
い
。
 

 
 

W
 
.
 
旅
の
 

 
 

島
の
他
に
 

沖
締
め
 ビ
ジ
ュ
 
ル
 信
仰
 

253 (465) 



 
 

 
 

担
い
手
が
真
言
宗
派
の
僧
 

 
 

 
 

た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
 
沖
 

 
 

 
 

知
ら
れ
て
い
な
い
事
は
・
 

し
ぅ
る
 。
 

 
 

 
 

や
は
り
賓
頭
盧
信
仰
の
釆
歴
の
新
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
 

て
も
、
沖
縄
の
ビ
ジ
ュ
 

 
 

 
 

異
は
著
る
し
い
。
本
土
の
 

 
 

 
 

信
仰
と
も
部
分
的
に
し
か
 

 
 

 
 

を
 除
け
ば
、
本
土
の
地
蔵
 

 
 

 
 

い
え
る
。
ビ
ジ
ュ
 
か
 は
 村
 

 
 

0
 例
を
除
 

 
 

と
い
い
、
 

 
 

 
 

 
 

に
 対
す
る
場
合
と
基
本
的
 

 
 

 
 

の
神
の
ほ
か
、
 

ュ
ガ
フ
 

 
 

あ
る
か
と
 

 
 

子
の
方
 

 
 

 
 

シ
，
ン
も
 見
ら
れ
る
。
 沖
 

な
し
て
か
ら
ビ
ジ
ュ
 
ル
 に
詣
で
る
村
が
あ
る
。
 

 
 

違
い
な
い
 

 
 

 
 

伝
統
的
な
信
仰
の
一
つ
 

 
 

部
 の
一
部
の
類
型
と
し
て
位
置
づ
げ
ら
れ
て
い
る
。
 

 
 

は
 海
辺
に
 

 
 

ど
を
神
聖
 

カ
ミ
 ダ
ー
リ
 ィ
 に
つ
い
て
 

 
 

る
が
。
 権
 

 
 

五
体
を
 権
 

佐
々
木
表
 
幹
 

 
 

農
村
に
お
 

 
 

Ⅰ
 カ
、
 

）
・
 
ノ
 

 
 

と
 呼
ば
れ
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と
が
は
っ
き
り
し
て
ぎ
た
。
 

 
 

 
 

に
 夫婦
間
の
不
和
、
家
族
 

 
 

 
 

活
 環
境
の
急
変
な
ど
に
 

遭
 

 
 

 
 

 
 

化
す
れ
ば
 

 
 

 
 

」
と
「
 
夢
 ・
幻
覚
・
 

幻
 

 
 

 
 

る
 。
そ
し
て
こ
の
身
心
異
 

 
 

 
 

。
㈲
夢
や
幻
視
に
出
現
す
 

 
 

 
 

地
域
的
差
異
を
示
す
が
・
 

 
 

 
 

。
本
島
に
お
い
て
出
現
す
 

 
 

 
 

が
 多
い
の
に
た
い
し
、
 

宮
 

 
 

 
 

な
ど
多
様
で
あ
る
。
ま
た
 

 
 

 
 

た
 経
験
を
有
す
る
者
も
い
 

 
 

 
 

な
お
検
討
を
要
す
る
。
㈹
 

 
 

を
 有
す
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

象
は
社
 

 
 

包
含
し
て
 

 
 

よ
 う
 に
 関
 

 
 

生
じ
る
と
 
ィ
 

 
 

な
る
は
 

 
 

 
 

は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
 

 
 

経
験
者
の
だ
。
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沖
縄
文
化
の
地
域
性
 

窪
 

徳
忠
 

 
 

本
 民
俗
 

 
 

会
 ・
儀
礼
 

 
 

そ
の
間
 

 
 

吉
と
八
重
 

 
 

が
 最
も
遠
 

 
 

ら
、
 改
め
 

 
 

こ
と
は
、
 

 
 

か
し
、
 同
 

 
 

は
 、
現
段
 

 
 

や
 東
南
 

 
 

マ
の
 シ
ャ
 

 
 

彼
は
ビ
ル
 

 
 

に
お
 け
 

 
 

と
し
て
 捉
 

 
 

の
 欲
求
不
 

 
 

コ
 ）
の
 三
 

 
 

㏄
 ま
ぺ
さ
 

ほ
い
 い
 

 
 

法
は
 力
、
 
、
、
 

 
 

 
 

階
 で
は
些
か
早
計
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 

 
 

 
 

・
八
重
 
わ
 

 
 

古
 で
は
 八
 

⑧
 

 
 

沖
縄
県
下
 

ひ
 

 
 

良
市
の
 
一
 

 
 

た
 。
本
島
 

 
 

と
か
く
 習
 

 
 

ぬ
 阿
保
 良
 

 
 

性
を
示
す
 

例
 と
な
ろ
 う
 。
 

 
 

ィ
 な
る
 

 
 

出
 で
も
 守
 

 
 

市
 の
一
部
 

 
 

を
 ト
ゥ
ー
 

 
 

伊
原
と
同
 

 
 

は
い
わ
な
 

 
 

初
口
 に
倣
 

 
 

も
守
 墓
神
 

 
 

古
が
 八
重
 

 
 

克
 す
る
 石
 

 
 

松
原
や
狩
 

 
 

は
 独
立
、
 

 
 

島
 同
型
と
 

 
 

な
ろ
 う
 。
 



 
 

墓
な
 

 
 

し
て
、
 そ
 

 
 

ウ
ル
 力
双
 

 
 

」
れ
ら
は
、
 

宮
古
よ
り
八
重
山
が
木
島
に
近
い
由
を
示
し
て
い
る
。
 

 
 

は
ピ
ナ
 

 
 

げ
は
八
重
 

 
 

も
 殆
ど
同
 

 
 

れ
る
。
 

 
 

合
 ・
 宮
 

 
 

山
 が
本
島
 

 
 

は
 同
質
性
 

 
 

な
い
。
 更
 

 
 

て
か
な
り
 

 
 

で
ま
と
め
 

 
 

、
県
下
の
 

 
 

さ
れ
、
 相
 

 
 

そ
の
現
状
 

 
 

域
 差
を
 云
 

 
 

題
 と
考
え
 

る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
 

 
 

0
 所
在
を
 

 
 

の
た
め
の
 

 
 

ナ
 海
を
め
 

 
 

埋
葬
の
慣
の
 

 
 
 
 
 
 

 
 

と
 、
ま
た
 

 
 

て
い
る
こ
 

辞
 

 
 

 
 

展
観
す
る
 

 
 

て
 死
者
 

 
 

み
、
あ
る
 

 
 

ょ
 ば
い
」
 

 
 

俗
は
、
隣
 

 
 

ご
と
の
 名
 

 
 

か
る
。
 ま
 

 
 

る
の
は
、
 

 
 

起
る
 、
し
 

 
 

て
み
る
 

 
 

と
に
気
づ
 

 
 

て
み
た
 

 
  

 

環
 シ
ナ
 海
 諸
氏
族
の
霊
魂
 観
 

桜
井
徳
太
郎
 



ィ谷 な 
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第
 
七部会 

 
 

祖
 記
主
 

 
 

の
 像
は
人
 

 
 

民
の
網
に
 

 
 

ね
 、
「
 海
 

 
 

は
 、
周
知
 

 
 

説
話
は
と
 

 
 

 
 

 
 

兜
祓
昆
 

 
 

す
る
成
田
 

 
 

の
る
海
上
 

 
 

寺
の
釈
迦
 

 
 

の
 伝
説
 ヒ
 

 
 

長
谷
観
音
・
 

 
 

 
 

田
村
田
中
 

 
 

昔
、
大
沢
 

 
 

多
く
見
出
 

 
 

の
で
あ
る
。
 

 
 

勧
請
 譚
を
 

 
 

二
所
権
現
 

海
上
出
現
 仏
 に
つ
い
て
 

中
村
康
隆
  

 

ノ
ぬ
ノ
 

。
 

 
 

刻
 乃
至
 

 
 

仁
 ㎎
に
 欽
 

ち
 %
 

 
 

た
 霊
木
で
 

 
 

と
す
る
 記
 

 
 

几
た
 

Ⅱ
 
Ⅰ
 日
扶
 

 
 

五
九
五
）
 

 
 

相
観
土
日
像
 

こ
 
L
 

 
 

た
 楠
の
霊
 

 
 

奇
縁
起
  

 
 

津
に
 流
れ
 

 
 

の
 霊
像
が
 

 
 

る
 。
 

 
 

実
は
・
 

 
 

い
仏
像
 祭
 

 
 

そ
れ
は
 実
 

 
 

た
も
の
と
 

 
 

ボ
舟
 母
子
 

 
 

田
所
載
の
 

 
 

さ
れ
神
々
 

 
 

共
通
す
る
 

り
 

 
 

す
る
背
景
 

ひ
 

 
 

聚
め
 
「
 御
 

㏄
 

 
 

り
の
一
節
 

2
 



 
 

り
 、
そ
れ
 

 
 

考
え
て
 よ
 

い
で
あ
ろ
う
。
 

 
 

容
を
古
 

 
 

、
離
任
 の
 

 
 

れ
た
こ
と
 

 
 

口
調
も
い
 

 
 

こ
か
ら
も
 

 
 

ろ
 う
 。
 そ
 

 
 

に
よ
っ
て
 

 
 

塩
 、
来
迎
 

 
 

沃
地
方
に
 

 
 

ろ
 当
初
の
 

仏
 迎
え
行
事
の
一
様
式
を
示
す
と
も
解
釈
し
得
よ
う
。
 

 
 

第
三
草
 

 
 

 
 

 
 

参
照
 

さ
れ
た
い
。
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0
 理
事
会
 

 
 

場
所
神
田
学
士
会
館
三
一
 
0
 号
室
 

 
 

国
庫
 一
 、
 

佳
木
秋
夫
、
竹
中
信
 常
 、
 仁
 p
 田
 一
八
三
郎
、
前
田
 
護
郎
 、
丸
 

川
 亡
夫
、
柳
川
啓
一
、
脇
本
手
 
也
 、
他
に
天
理
大
学
側
と
し
 

て
 、
中
島
秀
夫
、
松
本
渡
、
宮
田
元
、
三
氏
が
出
席
 

議
題
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

別
記
の
通
り
二
四
名
を
承
認
し
た
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
選
考
委
員
に
つ
い
て
 

 
 

決
定
 

し
た
。
 

 
 

克
之
 

 
 

）
 

一
 、
第
三
四
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
 

 
 

承
認
 

隷
 

し
た
。
 

 
 

氏
の
 

二
 氏
に
依
頼
す
る
こ
と
が
了
承
さ
れ
た
。
 

会
 

一
 、
来
年
度
学
術
大
会
開
催
地
 
は
 つ
い
て
 

報
 

呑
 下
 

 
 

0
 編
集
委
員
会
 

 
 

時
 

場
所
大
野
屋
 

出
席
者
加
藤
智
見
、
後
藤
光
一
郎
、
前
田
専
 学
 

議
題
 

 
 

理
 時
報
 

社
 に
二
三
八
号
以
降
を
依
頼
す
る
こ
と
に
決
定
。
 

 
 

定
 。
 

一
 、
書
評
欄
充
実
の
た
め
の
方
法
を
検
討
。
 

 
 

費
 負
担
 

と
す
る
こ
と
を
再
確
認
。
 

一
 、
そ
の
他
 

0
 選
挙
管
理
委
員
会
 

 
 

四
時
 

場
所
本
郷
学
士
会
館
 セ
 与
里
 

 
 

 
 

啓
一
、
脇
本
平
他
 

議
題
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
開
票
 

 
 

イ
 、
理
事
互
選
 分
 
（
理
事
が
互
選
に
よ
り
三
名
連
記
）
 

 
 

 
 
 
 

投
票
総
数
一
 0
 
八
票
、
有
効
投
票
』
 0
 八
票
。
 

 
 

平
 

㎝
 

 
 

 
 

F
 
こ
 



よ
る
選
考
委
員
に
決
定
。
 

"
 、
一
般
投
票
の
分
（
有
権
者
が
二
名
連
記
）
 

 
 

 
 

白
票
五
票
。
 

 
 

木
 
 
 

 
 

 
 

 
 

康
 

 
 

｜
 
l
)
)
)
 

l
 

 
 

雄
 

一
一
票
、
石
田
充
文
九
票
、
（
以
下
省
略
）
と
な
っ
た
。
 

 
 

 
 

 
 

有
 

 
 

 
 

 
 

本
 

 
 0

 学
会
賞
選
考
委
員
会
 

 
 

場
所
本
郷
学
士
会
館
九
号
室
 

出
席
者
池
田
末
利
、
植
田
重
雄
、
雲
 

藤
 義
道
 

議
題
 

 
 

一
 
、
担
当
者
の
決
定
。
 

 
 

委
員
 

会
 に
持
ち
こ
さ
れ
た
。
 

0
 第
三
四
回
学
術
大
会
 

 
 

@
 二
 

 
 

一
一
月
二
二
日
（
土
）
 

公
開
講
演
会
一
四
時
 ｜
一
セ
時
 

 
 

今
関
 
恕
 
（
天
理
大
学
教
授
）
 

「
弥
生
時
代
の
宗
教
」
 

柳
川
啓
一
（
東
京
大
学
教
授
）
 

「
ま
つ
り
の
感
覚
」
 

学
会
賞
選
考
委
員
会
一
四
時
 ｜
一
セ
時
 

理
事
会
一
 セ
時
 

一
一
月
二
三
日
（
日
）
 

開
会
式
九
時
 ｜
 九
時
三
 0
 分
 

研
究
発
表
九
時
三
 0 分
｜
 一
二
時
 

 
 

研
究
発
表
 

一
 三
時
 ｜
 一
五
時
 

記
念
撮
影
一
五
時
 

総
会
一
五
時
三
 0 分
｜
 一
セ
 時
 二
一
 
0
 分
 

レ
 セ
 ブ
シ
，
ン
 

一
八
時
 ｜
二
 0
 時
 

一
一
月
二
四
日
（
月
）
 

研
究
発
表
九
時
 ｜
 一
二
時
 

研
究
発
表
 

一
 三
時
 ｜
一
セ
時
 

 
 

に
介
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れ
て
発
表
を
行
っ
た
。
 

0
 学
会
 貰
 選
考
委
員
会
 

 
 

七
寸
 

場
所
天
理
大
学
構
内
若
枝
の
家
 

 
 

お
膝
義
 

道
 

議
題
 

一
 、
委
員
長
選
出
 

互
選
に
 よ
 り
石
田
充
 之
 氏
を
委
員
長
に
選
出
し
た
。
 

一
 、
昭
和
五
 0
 年
度
日
本
宗
教
学
会
賞
の
選
考
 

 
 

 
 

津
田
真
一
（
東
方
学
院
講
師
）
 

り
 討
も
め
ぬ
 
津
史
 Ⅰ
 x
o
 
簿
さ
ヒ
 
Q
,
 
わ
 Ⅰ
 3
%
 Ⅰ
Ⅱ
 
め
壷
 
～
 
ぬ
の
 
～
 
ぬ
 
荘
の
か
 蕊
 ㌧
 む
あ
 

（
一
九
七
四
年
、
北
尾
重
刑
）
 

 
 

ク
リ
 

 
 

る
も
 

の
と
し
て
推
薦
し
た
。
 

中
村
 廣
 治
郎
（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
助
教
授
）
 

の
か
 

a
z
a
 

ま
 ・
 Q ま
セ
ド
 Ⅰ
 ヒ
毬
 

二
九
 セ
 三
年
、
東
京
大
学
出
版
会
刊
）
 

「
ガ
ザ
ー
リ
研
究
と
そ
の
問
題
点
」
（
一
）
 

報
 

宙
 東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
月
第
六
 
セ
冊
 ）
 

 
 

そ
の
 

会
 

 
 

て
特
 

に
 推
薦
し
た
。
 

0
 理
事
会
 

 
 

時
 

場
所
天
理
大
学
構
内
第
三
八
母
屋
 

 
 

植
田
重
 

雄
 、
宇
野
光
雄
、
雲
 藤
 義
道
、
大
畠
 清
 、
小
口
俸
 
一
 、
加
藤
 

章
一
、
補
正
弘
、
建
徳
 
忠
 、
小
山
田
丸
、
坂
本
 
弘
 、
佳
木
 秋
 

 
 

ぽ
村
 暢
清
 、
橋
本
芳
契
、
古
田
 紹
欽
 、
古
野
清
人
、
丸
 川
仁
 

夫
 、
武
藤
一
雄
、
柳
川
啓
一
、
脇
本
平
他
 

議
題
 

一
 、
昭
和
四
九
年
度
庶
務
報
告
 

柳
川
啓
一
氏
ょ
 り
 報
告
が
な
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
昭
和
四
九
年
度
会
計
報
告
 

柳
川
啓
一
氏
ょ
 り
 報
告
が
な
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
昭
和
五
 0
 年
度
予
算
案
 

柳
川
啓
一
氏
ょ
 り
 報
告
が
な
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。
 

 
 

 
 
一
一
一
日
。
 

ン
 
カ
 

あ
っ
た
。
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
報
告
 

 
 

と
ロ
 
ぶ
か
 
の
 

 
 
 
 
 
 

あ
っ
た
。
 

 
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
 

 
 

 
 

別
記
の
通
り
一
一
名
を
承
認
し
た
。
 



 
 

一
 、
学
会
賞
選
考
委
員
会
報
告
 

 
 

と
口
ぶ
か
 

 
 

慶
治
 

郎
の
両
氏
に
授
与
す
る
こ
と
が
理
事
会
に
て
承
認
さ
れ
た
。
 

 
 

や
、
 

 
 

べ
き
 

 
 

を
原
 

 
 

誌
 さ
 

れ
た
。
 

 
 

ぎ
と
 

の
 意
見
も
出
さ
れ
た
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

一
 、
次
期
学
術
大
会
開
催
地
に
つ
い
て
 

 
 

%
 告
 

が
あ
っ
た
。
 

れ
た
が
、
常
務
理
事
会
に
一
任
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
 

一
 、
宗
教
史
 研
連
は
 つ
い
て
 

池
田
末
利
 氏
 よ
り
経
過
の
報
告
が
あ
っ
た
。
 

 
 

、
各
 

 
 

出
さ
 

一
 、
総
 ム
下
 
議
題
に
つ
い
て
 

理
事
会
議
題
に
准
ず
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
た
。
 

0
 評
議
員
選
考
委
員
会
 

 
 

一
二
時
 

場
所
天
理
大
学
会
議
室
 

議
題
 

一
 、
昭
和
五
 0
 年
度
評
議
員
の
選
出
 

別
記
の
通
り
一
五
二
名
を
選
出
し
た
。
 

0
 評
議
員
会
 

 
 

時
 

場
所
天
理
大
学
会
議
室
 

出
席
者
一
八
 0
 名
 

議
題
 

一
 、
昭
和
四
九
年
度
庶
務
報
告
 

柳
川
啓
一
氏
ょ
り
報
告
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
昭
和
四
九
年
度
会
計
報
告
 

柳
川
啓
一
氏
ょ
り
報
告
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
昭
和
五
 0
 年
度
予
算
案
 

柳
川
啓
一
氏
ょ
り
報
告
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
報
告
 

 
 

と
ロ
 
ぶ
か
 

な
さ
れ
た
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
授
賞
に
つ
い
て
 

 
 

金
 賞
 

 
 

さ
れ
 

た
 旨
の
報
土
 ロ
 ぶ
が
あ
っ
 
*
 
に
 。
 

一
 、
次
期
学
術
大
会
開
催
地
 
は
 つ
い
て
 

 
 

定
し
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て
い
る
官
報
告
が
あ
っ
た
。
 

 
 

望
が
 

あ
っ
た
。
 

0
 編
集
委
員
会
 

 
 

時
 

場
所
天
理
大
学
会
議
室
 

 
 

、
高
崎
 

直
道
、
土
屋
 

博
 、
藤
井
正
雄
、
前
田
専
 
学
 、
松
本
唯
一
、
 

松
本
 
渡
 、
山
形
孝
夫
 

議
題
 

一
 、
五
 0
 番
一
、
 ニ
 、
 四
 輯
の
構
成
検
討
。
 

 
 

作
 を
と
 

り
あ
げ
る
こ
と
に
決
定
。
 

 
 

一
セ
号
 

 
 

と
す
 

る
こ
と
を
決
定
。
 

O
 総
会
 

日
時
昭
和
五
 0 年
 
一
一
月
二
三
日
午
後
三
時
 寸
 五
時
 

場
所
天
理
大
学
会
議
室
 

大
会
参
加
者
二
九
六
名
 

報
 

定
足
数
九
九
名
 

参
加
数
一
四
八
名
 

一
 、
議
長
選
出
丸
 川
 亡
夫
氏
を
選
出
 

ム
下
 

一
 、
昭
和
四
九
年
度
庶
務
報
告
 

柳
川
啓
一
氏
ょ
 り
 報
告
が
な
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
昭
和
四
九
年
度
会
計
報
告
及
び
昭
和
五
 
0
 年
度
予
算
案
 

柳
川
啓
一
氏
ょ
 り
 報
告
が
な
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。
 

一
 、
評
議
員
選
考
委
員
選
挙
報
告
 

 
 

あ
っ
 

た
 

一
 、
評
議
員
選
考
結
果
報
告
 

別
記
の
一
五
二
名
を
新
評
議
員
と
し
て
選
出
し
た
。
 

一
 、
 I
A
H
R
 

報
告
 

古
野
清
人
民
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。
 

一
 、
日
本
宗
教
学
会
賞
授
賞
 

 
 

一
 、
新
理
事
紹
介
 

新
理
事
六
一
名
、
監
事
二
名
が
別
記
の
通
り
紹
介
さ
れ
た
。
 

一
 、
次
期
学
術
大
会
開
催
地
 
は
 つ
い
て
 

開
催
校
は
未
定
の
旨
脇
本
甲
地
底
よ
り
報
告
が
あ
っ
た
。
 

0
 昭
和
四
九
年
度
収
支
決
算
報
告
 

（
収
入
）
 

二
、
三
 0
 
二
 、
六
四
一
円
 

会
費
 

四
 、
二
 0
0
 
円
 

賛
助
会
費
 

 
 

八
三
、
 
0
 四
 0
 円
 

 
 

会
 読
 売
上
 

 
 
 
 
 
 

九
セ
 、
 
一
 0
0
 
円
 

第
三
三
回
大
会
参
加
費
 

 
 

四
五
 0
 、
 0
0
0
 

円
 

出
版
助
成
金
 

 
 

 
 

岸
本
・
諸
声
・
石
津
・
 
堀
 基
金
利
子
八
二
、
三
四
 0 円
 



（
支
出
）
 

ム
百
ま
肺
 

一
目
 
接
 叫
 
@
 
Ⅱ
 @
 
け
費
 

会
読
輸
送
費
 

編
集
諸
費
 

第
三
三
回
大
会
費
 

選
挙
関
係
費
 

ム
 万
ム
 
口
費
 

通
信
連
絡
 費
 

印
刷
費
 

事
務
用
品
 費
 

本
部
 費
 

関
係
学
会
費
 

次
年
度
繰
越
金
 

-
 
十
 

一
 
-
 
-
 
p
 

0
 昭
和
五
 0
 年
度
予
算
案
 

（
収
入
）
 

会
費
 

賛
助
会
費
 

会
計
 ぬ
 七
 
%
 上
 

      

九
二
 0
 、
 

五
 O
 、
 

セ
 O
 、
 O

0
0
 
円
 

O
0
0
 
円
 

O
0
0
 
円
 

一
一
、
 

一
一
Ⅰ
 

五
一
 0
 、
 

二
 0
 九
 、
 

四
八
、
 

八
一
、
 

三
九
、
 

一
 0
 八
 、
 

四
八
、
 

了
一
一
、
 

一
七
、
 

三
二
九
、
 

二
五
、
 

一
 三
八
、
 

六
七
九
、
 二

七
一
円
 

三
一
八
九
円
 

八
九
五
円
 

八
一
三
円
 

六
 セ
 五
円
 

七
 0
 一
八
円
 

七
五
二
円
 

五
 Ⅰ
ハ
ハ
一
一
円
 

五
 0
0
 円
 

八
 0
0
 円
 

五
一
八
 
0
 円
 

0
 九
セ
円
 

O
0
0
 
円
 

預
金
利
子
 

借
入
金
 

前
年
度
繰
越
金
 

印
税
 計

 

一
 三
、
 0
 セ
 二
円
 

一
 セ
 0
 、
 0
0
0
 
四
 

一
九
七
、
一
 0
 七
円
 

三
八
 0
 、
 0
0
0
 
円
 

三
 、
六
 セ
九
 、
五
 0
0
 円
 

第
三
四
回
大
会
参
加
費
 

一
二
一
 
0
 、
 0
0
0
 
円
 

 
 

 
  

 

出
版
助
成
金
 

五
七
 0
 、
 0
0
0
 

円
 

 
 

岸
本
・
諸
声
・
石
津
・
 
堀
 基
金
利
子
 

七
 0
 、
 0
0
0
 
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 

預
金
利
子
 

一
 0
 、
 0
0
0
 
円
 

前
年
度
繰
越
金
 

一
 三
八
、
五
六
二
円
 

計
 

三
 、
九
五
八
、
五
六
二
円
 

（
 又
 
+
 m
u
 
）
 

三
 、
四
五
 0
 、
 0
0
0
 
円
 

会
誌
 直
接
刊
行
 費
 

三
一
三
、
 
0
0
0
 
円
 

会
読
発
送
 費
 

四
 0
 、
 0
0
0
 

円
 

編
集
諸
費
 

第
三
四
回
大
会
費
 

一
五
 0
 、
 0
0
0
 

円
 

一
 0
0
 
、
 0
0
0
 
円
 

選
挙
関
係
費
 

一
 0
0
 
、
 0
0
0
 

円
 

会
合
 費
 

ム
ハ
 
0
 、
 0
0
0
 
円
 

ぬ
 信
連
絡
 費
 

印
刷
費
 

一
 0
0
 
、
 0
0
0
 
円
 

二
 0
 、
 0
0
0
 
円
 

事
務
用
品
 費
 

木
部
 費
 

五
 0
 
五
 、
五
六
二
円
 

関
 @
 蛍
 ，
 
ム
百
費
 

五
 0
 、
 0
0
0
 

円
 

一
セ
 0
 、
 0
0
0
 

円
 

借
入
金
返
済
 

計
 

三
九
五
八
、
五
六
二
円
 

0
 理
事
及
び
監
事
 

理
事
 

 
 

太
郎
 

安
斉
神
女
 津
素
 差
池
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